
（資料2－1）   

臨床研究の在り方に関する検討について  

「臨床研究の倫理指針に関する専門委員会」（厚生科学審議会）  

1．背景   

我が国における人を対象とした健康に関する科学研究（臨床研究）の指針等につい  

ては、製薬企業等が依頼して行う「治験」に関する薬事法の下での「臨床試験の実施  

の基準に関する省令」（GCP）及び治験以外の臨床研究全般を対象とする「臨床研究  

に関する倫理指針」（平成15年7月厚労省告示）の他、「遺伝子治療指針」、「ヒト幹  

細胞を用いる臨床研究に関する指針」等それぞれの分野毎に倫理性・科学性を確保す  

るための指針がある。   

特に、平成18年度から開始した第3期科学技術基本計画の戦略重点科学技術とし  

て、また、平成19年度から開始された「新たな治験活性化5ケ年計画」等の下で、  

臨床研究は推進すべき課題とされているが、その倫理性・科学性の確保のために「臨  

床研究に関する倫理指針」の役割の重要性が増している。この指針は、制定後5年時  

（平成20年度）に見直しを行うこととされているが、実施状況や課題等を踏まえ、  

臨床研究推進における臨床研究の在り方とともに議論すべき時期に来ている。  

2．臨床研究の在り方に関する議論   

「臨床研究に関する倫理指針」及びその関連として、これまでに次のような検討す  

べき課題が指摘されており、厚生科学審議会科学技術部会（同部会の下に専門委員会）  

で大学病院等を所管する文部科学省の協力も得て、当該指針の改訂に関して審議する  

こととした。  

3．専門委員会で検討すべき論点  

○ 臨床研究の倫理に関する指針の対象範囲の明確化  

○ 被験者の保護の向上  

○ 研究の信桓性・公平性の確保の向上  

○ 公的研究費によ．る臨床研究との関係、指針の実施に関する監督機能  

○ 臨床研究の環境整備に係る他制度との関連  

○ その他  

4．運営等について  

○ 専門委員会の運営は、医政局研究開発振興課が庶務を行っている。必要に応じて、  

文部科学省高等教育局医学教育課及び研究振興局ライフサイエンス課の協力を得  

ている。   



5．スケジュール  

平成19年 6月  厚生科学審議会科学技術部会 専門委員会設置の了解  

7月  「臨床研究に関する倫理指針の見直し」に向けての意見募集  

8月17日 第1回委員会開催  

9月13日 第2回委員会開催  

11月 1日 第3回委員会開催  

12月13日 第4回委員会開催  

平成20年  

1月16日 第5回委員会開催  

2月13日 第6回委員会開催  

5月  パブリックコメント等  

7月  指針の改訂  

6．これまでの議論  

○ 第1回臨床研究の倫理指針に関する専門委員会（8月17日）における議事   

（D パブリックコメントで寄せられた意見について   

（∋ 外国の臨床研究関連法制について  

③ 「臨床研究に関する倫理指針」の対象範囲と類型について  

④ 今後の臨床研究の在り方について  

○ 第2回臨床研究の倫理指針に関する専門委員会（9月13日）における議事  

①参考人からの意見聴取（光石忠敬弁護士）   

（∋倫理審査委員会（IEC）について  

③臨床研究による健康被害に係る補償について  

④「疫学に関する倫理指針」の対象範囲について  

○ 第3回臨床研究の倫理指針に関する専門委員会（11月1日）における議事   

① 米国、欧州（英国、フランス）の倫理審査委員会の状況調査報告   

② 「疫学に関する倫理指針」と「臨床研究に関する倫理指針」の範囲について   

③ 「臨床研究に関する倫理指針」改正に向けた主な論点（案）について  

○ 第4回臨床研究の倫理指針に関する専門委員会（12月13日）における議事   

①厚生労働科学研究における利益相反（conflict ofinterest：COt）の管理に関  

する指針（案）について  

・   



②臨床研究に関する倫理指針の運用状況に関する予備調査報告について  

③臨床研究に関する倫理指針の改正に向けた骨子（案）について  

○ 第5回臨床研究の倫理指針に関する専門委員会（平成20年1月16日）における議事   

① 臨床研究に関する倫理指針の運用状況に関する調査について   

② 各国の臨床研究に関する法制について（追加情報）  

③ 臨床研究に関する倫理指針の改正素案の概要（案）について  

○ 第6回臨床研究の倫理指針に関する専門委員会（平成20年2月13日）における議事   

① 臨床研究における倫理について  

② 補償に関する保険について   



（資料2－2）  

厚生科学書議会科学技術部会  

臨床研究の倫理指針に関する専門委員会 委員名簿  

いいぬままさお  

飯沼 雅朗  
いがたつじ  

伊賀 立こ  
いぺとしこ  

井部 俊子  
えりぐちあきら  

江里口 彰  

◎芸 
かわかみこうじ  

川上 浩司  

きたむらそういちろう  

北村 惣一郎  

くらたまさこ  

倉田 雅子  
こうのよういち  

河野 陽一  
こばやししんいち  

小林 真一  

日本医師会 常任理事   

日本薬剤師会 副会長   

日本看護協会 副会長   

日本歯科医師会 常務理事   

日本学術会議 会長   

京都大学大学院医学研究科 教授   

国立循環器病センター 総長   

納得して医療を選ぶ会 事務局長   

千葉大学附属病院 病院長   

日本臨床薬理学会 理事長   

聖マリアンナ医科大学 教授   

神戸学院大学法学部 准教授   

濁協医科大学 学長   

東京大学大学院医学系研究科 教授   

国立がんセンター 総長   

国立がんセンター臨床検査部 部長   

読売新聞編集局社会保障部 記者   

九州大学医学研究院 教授   

神戸大学大学院法学研究科 教授   

東北大学大学院医学系研究科 教授  

さとうゆういちろう  

佐藤 雄一郎  
てらのあきら  

寺野 彰  
ながいりょうぞう  

永井 良三  

○窟窟窟品  
ふじわらやすひろ  

藤原 康弘  
ほんだまゆみ  

本田 麻由美  
まえはらよしひこ  

前原 喜彦  
まるやまえいじ  

丸山 英二  
やないかずひこ  

谷内 一彦  

（◎は委員長、○は委員長代理）   



（資料2－3）  

「臨床研究に関する倫理指針」の改正素案の概要（案）  

（「第5回臨床研究の倫理指針に関する専門委員会」以降の修正部分については※にて明示している。）  

1 臨床研究の現状  

（審議に基づき、作成予定）  

2 臨床研究に関する倫理指針の改正の方向性について  

（1）臨床研究の倫理性の確保は臨床研究機関の責務であることを明確にし、臨床研究   

は、研究者及び研究機関の長の責任の下で実施するべきものであること並びに研   

究者及び研究機関の長の責務を明記する。  

（2）諸外国の例にあるように、倫理審査委員会が重要な役割を担うものであり、倫理   

審査委員会の機能強化並びにそれに対するチェック体制及び支援体制の強化を主   

眼とした改正を行う。  

（3）GCP等の薬事制度、疫学研究に関する倫理指針の改正等の状況を踏まえ、観察   

研究と介入研究における被験者のリスクの実質的差異を考慮した手続等（同意取   

得、補償等）を定め、予防、治療等に係る介入研究について手続等（計画に関す   

るチェック等）を重点的に整備する。  

（4）その際に、観察研究及び侵襲性を有しない研究に関して疫学研究指針との整合性   

をとった見直し（疫学研究指針の観察研究に係る同意、保管資料の取扱い等）を   

行う。．  

3 倫理指針改正の概要について  

＜第1 基本的な考え方について＞  

（1）臨床研究において、介入試験と観察試験に関する定義を次のように行うこととす  

る。   

①「介入研究」とは、「予防、診断、治療、看護ケア、リハビリテーション等に  

ついて、（ア）通常の診療を超えた医療行為を研究として実施するもの、（イ）  

通常の診療と同等の医療行為であっても、被験者の集団を原則として2群以上  

のグループに分け、それぞれに異なる治療方法、診断方法、予防方法その他の  

健康に影響を与えると考えられる要因に関する作為又は無作為の割付けを行  

って、結果を比較するもの等をいう。   

②「観察研究」とは、臨床研究のうち、介入研究以外のものをいう。なお、疫学  
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研究は、集団としてのデータを取り扱うものであることに対して、臨床研究で  

は、より被験者個別的なデータを扱うものとする。  

（2）医薬品・医療機器の承認の範囲内の使用であって、ランダム化、割付等を行わず   

に、予防、診断、治療を行った診療の記録、結果等を利用する研究は、介入研究  

ではなく、観察研究とする。  

＜第2 研究者等の責務等について＞  

（1）研究者等の責務等   

① 予防Ⅰ治療等（P）に係る介入研究の場合、被験者に対して、補償を行うための保  

険等の手段や補償の内容を事前に説明し、同意を得ることとする。補償には、  

被験者の健康被害に対する治療費については、被験者に負担させることのない  

ものも含まれる。   

② 介入研究の臨床研究計画については、登録データベースヘの登録等により事前  

※    に公表するよう努めること（P）とする。  
※ 義務とするべきという意見もある。   

③ 臨床研究に関わる重篤な有害事象については、速やかに臨床研究機関の長に報  

告することとする。  
※臨床研究の年次及び終了時の、当該機関の長等に対する報告のあり方についても検討が必要。  

（2）臨床研究機関の長の責務等   

①いかなる臨床研究も、臨床研究機関の長の責任の下で実施するものとし、被験者  

の健康被害等に関する補償その他の措置については、実施臨床研究機関が行うも  

のとする。臨床研究機関の長（P）は、医薬品・医療機器に関する介入研究につい  

ては、研究計画を事前に厚生労働省等に報告することとする。   

②臨床研究機関の長は、倫理審査に関して研究者が実施すべき手順及び予防・治療  

等（P）に係る介入研究において発生した重篤な有害事象に対して研究者等が実施  

すべき手順を示すこととする。   

③臨床研究機関の長は、臨床研究に関する倫理指針の遵守状況について自己点検を  

行うこととする。※チェックシート等を研究機関において備える。   

④臨床研究機関の長は、重篤な有害事象及び重大な臨床研究に関する倫理指針の不  

適合を知ったときは、速やかに倫理審査委員会に諮り、その審議を踏まえ対処す  

る 

⑤臨床研究機関の長は、倫理指針に関する適合性に関して厚生労働省等が行う実地  

又は書面による調査に協力することとする。  

＜第3 倫理審査委員会＞  

（り 臨床研究機関の長及び臨床研究機関の外部に設置された倫理審査委員会にあって  
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※  は当該設置機関の長は、指針に規定する倫理審査委員会の要件等に合致している  

ことを年1回厚生労働省等に報告することとする。  

（2）（1）において報告する内容は、倫理審査委員会の名簿、倫理審査委員会の開催状況、   

各倫理審査委員会の出席委員の状況、審議議題、審議時間及び審議結果その他必   

要な事項とする。  

（3）研究者等は、臨床研究機関が設置するもののみならず、（1）及び（2）の規定による   

事項を実施する、共同研究機関、民法法人、学会、独立行政法人等に設置された   

倫理審査委員会を研究計画毎に利用できることとする。  

（4）倫理審査委員会は、厚生労働省等の実施する臨床研究に関する倫理指針に関する   

適合性に関する実地又は書面による調査に協力することとする。  

（5）臨床研究機関の長及び臨床研究機関の外部に設置された倫理審査委員会にあって  

※  は当該設置機関の長（P）は、倫理審査委員会に係る（1）及び（2）の規定による事項に  
ついて、自ら公表することとする。  

（6）臨床研究機関の長及び臨床研究機関の外部に設置された倫理審査委員会にあって  

※   は当該設置機関の長（P）は、倫理審査委員会委員の研修等に努めることとする。  
（了）倫理審査委員会は、軽易な事項の審査について、委員長が指名する委員による迅  

速審査に付すことその他必要な事項を定めることができる。迅速審査の結果につ  

いては、その審査を行った委員以外のすべての委員に報告されなければならない。  

（8）臨床研究機関の長は、必要に応じ、出席することはできるが、委員になること並  

びに審議及び採決に参加することはできないこととする。  

＜第4 インフォームドコンセントについて＞  

（1）介入研究及び観察研究に関する被験者の同意については、疫学研究に関する倫理   

指針と同様の規定を整備することとする。また、以下について、介入研究及び観   

察研究において、採血等を伴う研究を侵襲性を有するものとする。   

（D 介入研究の場合  

原則、事前の文書による同意を必要とする。ただし、研究が侵襲性を有し  

ない場合には、被験者への説明の内容及び被験者の同意を得たことに係る記  

録でもよいこととする。   

② 観察研究の場合  

仙 人体試料を用いる場合には、原則、事前の文書による同意を必要とする。  

ただし、研究が侵襲性を有しない場合には、被験者への説明の内容及び被  

験者の同意を得たことに係る記録でもよいこととする。（介入研究と同様）  

t 人体試料を用いない場合には、必ずしも事前の同意の必要はないが、研究  

計画を事前に公開することとする。既存資料等以外の情報を用いる場合は、  

被験者となることを拒否することができるようにする。  
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（2）保存資料の利用については、疫学研究に関する倫理指針と同様の規定を整備する  

こととする。   

① 研究者等（P）は、臨床研究に係る資料を保存する場合には、研究計画に保存方  

法を記載するとともに、個人情報の漏洩、混交、盗難、紛失等が起こらない  

ように適切に管理することとする。   

② 研究開始前に人体から採取された試料の利用については、原則、被験者の同  

意を要することとするが、同意の取得ができない場合であっても、以下のい  

ずれかに該当する場合には、倫理審査委員会の承認及び臨床研究機関の長の  

許可を経て、使用できることとする。  

・匿名化（連結不可能匿名化又は連結可能匿名化であって対応表を有してい  

ない場合）がなされている。  

・試料の提供時に、当該臨床研究を明示しない同意を取得している場合は、  

同意内容と当該研究の関連性が合理的に認められ、試料の利用目的を含む  

情報を公開している。  

・上記以外の場合で、，公衆衛生上特に必要性があると認められ、利用目的を  

含む情報を公開し、被験者が利用を拒否できるようにしている。   

③ 資料の保存期間等の臨床研究機関内の規定を整備し、保存期間を過ぎた資料  

については、匿名化し、廃棄することとする。ただし、保存期間が決められ  

ていない資料を保存する場合には、資料の名称、保管場所、管理責任者、被  

験者から得た同意の内容を臨床研究機関の長に報告する。  

（3）予防及び治療等（P）に係る介入研究においては、保険等の補償に係る処置の内容に  

ついて、あらかじめ、説明し、同意を得ることとする。  

（4）他の機関での利用については、疫学研究に関する倫理指針と同様の規定を整備す  

ることとする。   

① 研究者等（P）は、提供を受ける必要性、提供を受ける資料の内容を研究計画に  

明記し、倫理審査委員会の承認を得て、臨床研究機関を有する法人の代表者  

及び行政機関の長等の事業者及び組織の代表者（以下「組織の代表者等」と  

いう。）の許可を得ること。   

② 既存資料を提供する者は、研究め開始までに、被験者の同意を得ることを原  

則とするが、同意の取得ができない場合にあっては、倫理審査委員会の承認  

及び臨床研究機関の長の許可を経て、次のいずれかの要件を満たせば、使用  

できることとする。  

・匿名化がなされている。人体から採取された試料の場合には、提供する所  

※      属機関の長の許可を得る。  
・被験者に対して、試料の採取を行う機関外の者への提供を利用目的として  

いる等をあらかじめ通知、又は公開し、被験者が拒否できるようにしてい  

る。  

・上記以外の場合で、公衆衛生上特に必要性があると認められ、上記以外の   

ー ▼ T      ・ ふ   



※ 適切な措置をとることについて、倫理審査委員会の承認と、所属機関の長   

の許可を得ている。  

4 倫理指針の運用に関する論点等  

（1）関係機関において次のような対応が必要ではないか。  

・倫理指針の規定の実効性の担保（改善の指標、改善しない場合の研究真の不  

支給等）を検討すべき。  

・現場への指針の周知の方法についても検討すべき。  

倫理審査委員会の事務局費用の負担方法等を検討すべき。  

・指針不適合事例等に関する関係省庁の連絡体制を構築すべき。  

■ 指針に従わない研究者に対する処分について臨床研究機関の規則等に盛り  

込むべき。  

（2）その他の制度との関連  
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各国の臨床研究制度比較（参考資料）  

◎ 法規制のしくみ  

1．法規制の対象  医薬品・医療機器（治験■  医薬品（治験・臨床研究を  医薬品・医療機器及びすべ   

範囲（規制当局が  含む。）の介入研究  ての介入研究  

カバーする範囲）   医療機器の治験  

※2004年に治験外甲医薬   ※2004年に治験外の医薬  

品臨床研究まで拡大   品臨床研究まで拡大   

根拠法  FD＆C法及び21CFR   薬事法、医療機器法   生物医学研究法   

対処法・法規制等  ○計画審査（規制当局）   ○計画審査（規制当局）   ○計画審査（規制当局）   

に定められている  ○倫理審査（EC）   ○倫理審査（EC）   

事項   

規制当局（計画中   MHRA   ÅFSSÅPS   

藷・許可）   

規制当局におけ  治験外の臨床研究は、承認  治験外の臨床研究は、承認  治験外の臨床研究は、承認   

る計画審査の方法  薬を使用する場合はプロ  薬を使用する場合はプロ  薬を使用する場合はプロ  

トコール確認が主体（品  トコール確認が主体（晶  トコール確認が主体（品  

質、有効性、 

料を要する）   料を要しない）   料を要しない）   

罰則  調査中   研究者に対する法的罰則  研究者に対する法的罰則   

2．1以外の臨床  連邦政府の研究費を受け  NHSで実施するすべて  

研究   るすべての臨床研究（1と  の臨床研究（1との重複あ  

の重複あり）   り）   

根拠指針等  コモンルール（45CFR46）  GAfRECガイドライン  

指針等で定めら  0 0日RP に登録した倫理  O NHS内の臨床研究の倫  

れている事項   審査委員会審査（連邦  理審査委員会審査   

規則・補助金要件）  

罰則  機関に対する川A差し止め  

（→各省庁が補助金支給  

を停止）  

3．規制の対象外  医薬品・医療機器以外でか  医薬品、医療機器以外でか  介入研究以外の研究  

つ、連邦政府の補助金を受  つ、NHSで実施しない臨  

けない臨床研究   床研究   

6   



◎ 倫理審査委員会  

査委員会、外部コマーシヤ  したEC（病院が運営）   設置し、地域毎に厚生省と  

ルIRB、NCl等が設置する  私立病院のEC（NHSを利  契約したもの  

セントラルIRB   用しない治験も利用可）   

規制の根拠   連邦規則   NHS内のガイドライン  生物医学研究法  

21CFR56，45CFR46   （G＾fREC）   

管理機関   厚生省被験者保護局（OH  NHS患者保護庁研究倫理事  厚生省本省  

RP）   業部（NRES）   

管理機関との関係  OHRPが、IRB登録の内容が  NHSの設置するECは地域  地域ごとの一定数に対し  

要件と合致するか確認す  ごとにNRESが指定す  

る。  約を行う。   

私立ECは特段規定なし   

政府研究費交付要件）  

設置委員会数   lRB設置施設数 約3，500  NHS設置 120箇所  40箇所  

箇所（米国内）   私立については減少傾  

向   

年間の審査計画数  例：JHUは年間2，800件   8000～9000件   2000件   

業務品質確保  

登録等の更新  登録更新3年   指定更新2年（以下NHS  

のみ）   

登録要件  OHRPの登録要件（lRB  GAfREC 

設置施設情報、IRB名、IRB  る品質管理妻件（委員構成  

委員長・tRB委員の氏名、  

性別、Degree、専門、研究  

施設との関係）   

査察  OHRPによる定期査察  NRESlこよる2年に1回  実施していない  

又は告発等による臨時査  の査察（MHRAによる査  

察（FDAによる査察は研究  察は研究者、病院に対する  

者、病院に対するもの）   もの）   

教育訓練  施設長、被験者保護官に対  特に一般委員に対する2日  実施していない  

する教育がFWA要件。委員  間の研修プログラムの実  

に対するe－learning等学  

習プログラムを用意。   

その他  1回の審査件数を8件以内  1回の審査件数を5件以内  

とする規則   とする規則。否決した計画  

情報は、40委員会で共有   
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◎補償関係補償関係（治験外の臨床研究に関する部分）  

法的な規定   特になし   医薬品の臨床試験（非商  すべての介入的臨床研  

業試験も含む）について  究に対して研究者の民間  

は、賠償・支払いを求 

が、保険加入等は任意。   公的な無過失医療事故  

救済制度（ONIEM）   

規制の根拠   10日が無過失補償保険への  生物医学研究法   

加入を報告書で推奨。   

補償等の実態   一部民間補償保険に加入  【研究物・デザインに関す  臨床試験でも、診療でも  

実態   る部分】   無過失事例については、0  

介入等のリスクに応じ  NIEMにより捕虜。  

て施設毎に判断し、臨床研  臨床試験に係る過失責  

究の無過失保険に加入。   任部分は、民間の賠償保険  

…RC等の国主体の臨床研  

究は、国家賠償を基本と  

し、過失責任のみ賠償。た  

だし、一癖無過失事例に見  

舞金事例あり。  

【医行為に関する部分】  

NHSの過失責任の賠  

償基金、個人医師は医師賠  

償責任保険。  

臨床試験を含む医行為  

に対して無過失補償の考  

えはない（日日Sの規則）。   

補償制度・商品等  英国と同様との情報   大学等の非商業的スボン  民間保険は研究に関する  

サーの加入できる無過失  賠償保険。  

保険商品（医療機器、再生  無過失部分はONIEM  

医療製品等を対象）が存在  

し利用されている。   

制度対象実態   英国と同様との情報   死亡、高度障害に対する－  臨床研究によるONIE  

時金の支払いが一般的   Mの適用実績は嘩とんど  

ない。   
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（資料2－4）   

臨床研究からみた各指針の範囲のイメージ（案）  



介入と侵襲による同意取得（案）  

疫学研究に関する倫理指針での整理を踏まえて作成  

介入研究 
†‡   

観察研究 

侵襲性を有する行為   文書同意   人体試料（血液等）あり   

（採血を含む。）  文書同意   

侵襲性を有する行為が  原則文書同意   ①人体試料（尿・体液等）あり   

含まれない   （同意記録でも  原則文書同意（同意記録でも  

可）  
可）  

②人体試料なし  

必ずしも同意を要しない。  
※既存資料以外の情報を利用する場合は、被験者が  
拒否できるようにする。   

注  

・診断に係る介入試験においでは、画像診断等の侵襲性を有しない研究も想定している。  

・医薬品の投与後の経過、術後の経過、看護等における観察研究においても、採血等を伴う場合は、侵襲性を   
有するものとなることを想定している。   



研究開始前に得られた資料の同意の取扱い（案）  
（同音の取得が困難な場合）  

揃卦三飽号葛甜岳針での整理を踏まえて作成  

状態   イ    牛   

人体試料   ①匿名化されているもの   倫理審査委員会の承認  

研究機関の長の許可  

②  倫理薔査女貝芸の弥  

①以外で、試料提供時に当   研究機関の長の許可  
該研究による利用が明示さ  ・試料の利用目的等の実施情報の公開  
れていない同意あり  

■研究と同意との相当の合理的関連性  
■■■tt■■●■●t■■■■■t■■■■■■■■■■t■■  

③  倫理審査文具芸の昌・ふ  

①匿名化、②同意がされて  研究機関の長の許可  
いないもの   ・試料の利用目的の公開  

・被験者が拒否できる  

・公衆衛生の向上のために特に必要   

人体試料以  研究目的等の実施情報の公開  

外の資料   の項による）  



臨床研究に関する倫理指針改正後のイメージ（案）  
ペナルティ十  
（立入等で判明等） 

各研究費の要綱こ規 

則、契約等で関係各  

省が内容を規定  

研究費の支給に  

係る制限等  

客体制  

介入研究  
④観察研究  

①医薬品・   ② 予防・治療等   ③ 診断   
（非介入研究）  

機器  

倫理審査委鼻会の   委員会名簿・事務局、開催状況（各回の議題．、出席委員名）、審議結   
要件、チェック機  果を年1回、厚労省に報告する。  
能、情報公開  

※ 国公私立大学は同内容を文科省にも報告   

研究計画の透明  厚労省に事前  DBに登録する（P）  （非該当）   

性・チェック機能  に計画を報告  

する。  
DBに登録す  

る（P）  

同意取得等手続き   事前■・書面  疫学研究指針と  

の整合性  

保存資料の取り扱い、  

外部機関への提供を  

追加   

院内の有害事象、   院内・倫理審査委貴会での対応  慌内i倫理審  疫学研究指針と   
重大な遵守違反へ  査委員令で甲－  

の対応  
処理結果の厚労省へ報告   

対応   

補償対応及びその   補償を実施  補償の   疫学研究指針と   

事前説明   （保険等適切な措置。計画内容毎）  有無説明   の整合性  

※ 介入研究：予防、診断、治療について、通常の診療の範囲を超える医療行為を研究として実施するもの、通常の診療と同等   
の内容であっても事前に計画して患者の割付、ランダム化等を行うものをいう。  

※ 医薬品■医療機器の承認事項の範囲の使用で、割付、ランダム化等を行わないものは観察研究（非介入研究）として取り扱う。  
※ 看護、リハビリテーション等におけるケアで介入を伴うものは介入研究、介入を伴わないものは観察研究   



介入と侵襲による同意取得（案）  

疫学研究に関する倫理指針での整理を踏まえて作成  

介入研究   観察研究   

侵襲性を有する行為  文書同意   人体試料（血液等）あリ   

（採血を含む。）  文書同意   

侵襲性を有する行為が2  原則文書同意  ■  ①人体試料（尿・体液等）あり  

含まれない  原則文書同意（同意記録でも  

可）  

（∋人体試料なし   

必ずしも同意を要しない。  
※既存資料以外の情報を利用する場合は、被験暑が  
拒否できるようにする。  

（同意記録でも  

可）  

診断に係る介入試験においては、画像診断等の侵襲性を有しない研究も想定している。  

医薬品の投与後の経過、術後の経過、看護等における観察研究においても、採血等を伴う場合は、侵璽性を  
有するものとなることを想定している。  

研究開始前に得られた資料の同意の取扱い（案）  

濃紺是瑞賢顎窟と針での整理を踏まえて作成  

臨床研究に関する倫理指針改正後のイメージ（案）  

介入研究  
喀）観察研究  

（非介入研究）   ①医薬品・   
機器   

倫理審査委員会の  委員会名簿・事務局、開催状況（各回の言東嶺、出席委員名）、審議結   
要件、チエツウ機  
能、情報公開   

ジく 園公私立大字は同内容を文科省にも報告   

研究計画の透明  DBに登録する（P）  （非該当）   

性・チェック機能   
する。  

DBに登録す  
る（P）  

阿意取得等手続き   事前・書面  疫学研究指針と  
の整合性  
保存資料の取り扱い、  
外部楼蘭への穣供を  
追加   

院内の有害事象、  院内・倫理審査委員会での対応   院内・倫理審  疫学研究指針と   
重大な遵守違反へ  査委員会での  

の対応  対応   

補償対応及びその   補償を実施  補償の  疫学研究指針と   
事前説明   （保険等適切な措置。計画内容毎）   有無説明  の整合性   

状態   要件   

人体試料  （か匿名化されているもの  倫理審査委鼻会の承認  

研究機関の長の許可  

②   倫理審査委員会の承認  

①以外で、試料提供時に当  研究機関の長の許可  
該研究による利用が明示さ  

れていない同意あり   
一試料の利用目的等の実施情報の公開  

■研究と同意との相当の合理的関連性  

③   倫理審査委員会の承認  

①匿名化、②同意がされて  研究機関の長の許可  
いないもの   

・試■料の利用目的の公開  

・被験者が拒否できる  

・公衆衛生の向上のために特に必要   

人体試料以  

外の資料   
※ 介入研究′ 予防、診臥治療について、通常の診療の範感を超える医療行為を研究として実施するもの、通常の診療と同等   

の内容であっても事前に計画して患者の割付、ランダム化等を行うものをいう。  
※ 医薬品・医療機器の承認事項の範乱の使用で、割付、ランダム化専を行わないものは観察研究（非介入研究）として取り扱う。  
※ 看護、リハビリテーション等におけるケアで介入を伴うものは介入研究、介入を伴わないものは叔寧研究   




