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ヒト胚研究の現状と未来
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1．ヒト受精胚（生命科学的側面）

2．ヒト受精胚（倫理的側面）

３．ヒト受精胚・幹細胞研究のこれから
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たった一つの細胞から始まる

わたしたちの身体は
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37兆個

3.72 x 1013 

(Ann Hum 
Biol 2013)
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ヒト受精胚初期発生
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不妊症・不育症との関連



改変：“A roadmap for the Human Developmental Cell Atlas” Nature 2021 7

←カーネギー発生段階（受精～8週）

受
精
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着床後の発生

器官形成

受精からの流れの中で発生を捉える

発生（組織や臓器）
のプログラムの始まり



着床前期胚発生と疾患・病態との関係
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ヒト受精胚の研究によって疾患の病因、発生機序等の解明に資する可能性のある疾患リスト（2019年3月）

日本医学会・日本医学会連合によるリスト

1．DNAあるいはヒストンメチル化
修飾酵素関連遺伝子異常症

2．女性発症X連鎖遺伝疾患

3．インプリンティング異常症

4．染色体異数性疾患

5．染色体異常疾患

6．ミトコンドリア病

7．遺伝性腫瘍疾患
第17回「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方 」見直し等に係るタスク ･フォース 資料2（2019年4月15日）

34
疾
患



ヒト初期発生の知見を深めることは、
科学的にも医学的にも重要
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1．ヒト受精胚（生命科学的側面）

2．ヒト受精胚（倫理的側面）

３．ヒト受精胚・幹細胞研究のこれから
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「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」（2004年7月 総合科学技術会議）

•人そのものではないが、母胎にあれば胎児となり、人として誕生し得る存在。
•通常のヒトの組織、細胞とは異なり、「人の尊厳」という社会の基本的価値の維持のために特に尊重される
べき存在。

•研究材料として使用するために新たにヒト受精胚を作成することや、その目的如何にかかわらず、ヒト受精胚
を損なう取扱いは認められない。

• ただし、人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるため、科学的合理性・安全性・社会的妥当性
の３つの条件全てを満たす場合には、例外を認める。その場合であっても、人間の道具化・手段化の懸念
をもたらさないよう、適切な歯止めを設けることが必要。

ヒト胚 ＝ 人の生命の萌芽

文部科学省資料より

ヒト胚について
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「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」（2004年7月 総合科学技術会議）

ヒト胚 ＝ 人の生命の萌芽

ヒト胚について

例外 歯止め（指針等）（略称）
生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のため、ヒト受精胚を作成 • ART指針
生殖補助医療の向上に資する基礎的研究のため、生殖補助医療に用
いられなくなったヒト受精胚(余剰胚)にゲノム編集技術等を利用 • ゲノム編集指針

ヒトの再生機能等の解明、新しい治療法等の開発に資する基礎研究の
ため、生殖補助医療に用いられなくなったヒト受精胚(余剰胚)からヒトES
細胞を樹立・使用

• ES樹立指針、ES分配指針、
ES使用指針

難病患者の再生医療に資する基礎研究のため、人クローン胚を作成し、
ヒトES細胞を樹立・使用

• クローン法、特定胚指針
• ES樹立指針、ES分配指針、ES

使用指針



1．ヒト受精胚（生命科学的側面）

2．ヒト受精胚（倫理的側面）

３．ヒト受精胚・幹細胞研究のこれから
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2004年

14日ルール（日本）
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“On July 25th 1978 the world’s first 
IVF baby, Louise Brown, was born 
as a result of Robert Edwards’ new 
treatment. The event attracted 
worldwide attention and marked 
the beginning of a new era in 
medicine.”

(Photo: Nobel Prize.org)



着床

内部細胞塊
（ICM）は二層性
（エピブラスト+ハイ
ポブラスト）へ

二層性胚盤

羊膜腔

卵黄嚢

（胚外体腔）

原腸形成
Gastrulation

外胚葉
中胚葉
内胚葉

原始線条

卵子

精子

(改変; Powell K. Nature 2021)

DAY 0 1 4

胚盤胞

8 13 14 15

14日以降，原始線条が出現し原腸形
成が始まる. 三胚葉分化，体軸形成
も始まり器官形成が始まる.

Yolk sac

Bilaminar disc

yolk sac

(Doubilet PM. Radiol Clin North Am 2014)

妊娠検査（hCG）

ヒト初期発生
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自然妊娠 →   流産 30%
(N Engl J Med 2021)

ヒト初期発生

DNAメチル化修飾酵素関連遺伝子異常症、女性発症X連鎖遺伝疾患、インプリンティング異常症、染色体異数性疾患、
染色体異常疾患、ミトコンドリア病、遺伝性腫瘍疾患など

疾患機序や病態研究

組織・臓器発生（分子レベル）
環境と初期発生
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幹細胞（ES, iPS細胞）から、
初期胚様細胞（疑似胚盤胞）を

作れる時代へ
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人工胚盤胞→特性解析→ヒト胚盤胞に類似
→体内で現象（着床後の胚発生）を試験管内で再現

確かに再現できるぞ

マウスとヒトは異なる→ヒトBlastoidのモデルで初めて“検証し得る”



社会との対話は必要、誤解を与えるような
メタファーの悪用は注意.
研究者の説明責任も重要



まとめ
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1．ヒト初期胚の科学的知見の深まり
“生命の萌芽”だからこそ、生命科学としても重要なのでは

2．幹細胞による新たなヒト胚発生研究の進展
“幹細胞-初期胚発生学“

3．社会へ透明性をもった研究実施の必要性



ご清聴ありがとうございました
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