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とんぼ
の
眼

　「
少
子
高
齢
社
会
に
対
応
す
る
制
度
」と
い
う

こ
と
か
ら
、
福
祉
関
係
の
制
度
改
革
が
矢
継
ぎ

早
に
な
さ
れ
て
い
る
。
将
来
的
に
も「
安
定
的

な
制
度
」等
々
の
か
け
声
の
下
で
、
法
改
正
が

着
々
と
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い（
と

思
う
）。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、「
制
度
的
な
安
定
」の
確

保
は
、「
財
政
的
な
安
定
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
」と
い
う
こ

と
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
い

や
だ
け
ど〈
こ
の
よ
う
な
制
度
で
や
る
〉と
い
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
当
面
は
仕
方
が
な
い
」と
、
思
っ
て
い
る
人
々
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
は
、「
信
頼
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
頼
み
ま
す
よ
。」、「
私
た
ち
を
無
理
矢
理
納
得

さ
せ
た
理
屈
を
ひ
っ
く
り
返
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
よ
」と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
事
情
が
変
化
し
て
、
さ
ら

な
る
方
向
転
換
が
必
要
な
こ
と
も
あ
る
。
人
々
は「
今
回
ま
で

は
、
だ
ま
さ
れ
て
み
る
か
」と
い
う
具
合
に
、
仕
方
な
し
に
煮

え
湯
を
飲
む
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
決
定
的
な
こ

と
は
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、「
う
ま
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る

が
、
ど
う
せ
ま
た
方
向
転
換
す
る
の
で
し
ょ
」と
い
う
意
識
が

芽
生
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
社
会
で
生
じ
う
る
。
も

ち
ろ
ん
、
学
内
で
も
生
じ
う
る
。
例
え
ば
、「
今
後
は
、
こ
の

よ
う
に
行
う
か
ら
了
解
し
て
欲
し
い
。」と
い
わ
れ
て
、（
煮
え

湯
を
飲
む
思
い
で
）「
い
や
だ
け
ど
、
し
か
た
が
な
い
」と
、
自

分
自
身
を
説
得
し
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
す
ぐ
あ
と

に
、〈
今
、
決
め
た
は
ず
の
こ
と
を
ど
ん
で
ん
返
し
す
る
よ
う

な
こ
と
〉が
起
こ
っ
た
ら
、
全
く
や
る
気
を
失
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
だ
け
は
避
け
た
い
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
J.
）

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉プロジェクト研究所紹介
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「いのち」をめぐる現代の状況
　バイオテクノロジー、ヒトゲノム解析などの生命医科学技術の急

速な進展は、生命（いのち）の誕生から終焉に至るさまざまな局面に

おいて、われわれひとりひとりに、新たな価値判断を迫る状況をう

みだしている。

　幾度かの戦争などにより、生命の尊厳が侵されてきた20世紀は

また、世界人権宣言に見られるように、歴史や文化の差異を越えて

人類普遍の理念の実現に歩み始めた時代でもあった。21世紀を迎

え、生命までもが操作の対象となった今日、こうした過去の歴史を

踏まえ、旧来の枠組みを越えて、新たな視点から、生命を守り、育て

ていくための価値観、倫理観を構想することが急務となっている。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

バイオエシックスの視座
　バイオエシックスとは、生命をめぐるあらゆる問題を、生命の尊

厳を守ることを根底において構想する学問である。医療における倫

理にとどまらず、哲学、宗教、政治、経済、環境など個々の専門領

域を越えてホリスティックな立場から統合し、生命をめぐる新しい

価値判断や倫理観を形成し、それを公共の政策課題として提言、実

践することをめざしている。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

研究所の目的と活動状況
　早稲田大学は、1987年人間科学部創設と同時に、日本の大学で

初めてバイオエシックスを正規の学科目として設置、また88年に

人間総合研究センターにバイオエシックス・プロジェクトが発足し

て以来、10年を越える蓄積を有している。この実績に基づき、以

下を主要な課題として、2000年4月に本研究所は発足した。

①先端生命医科学技術関連立法・公共政策の国際的な調査・研究を

国際バイオエシックス・
バイオ法研究所

国際バイオエシックス・
バイオ法研究所

通し、日本における具体的な立法措置と公共政策のありかたへの

提言を行うこと

②医療、政治、経済、ビジネス、マスメディア、技術工学等社会活

動の諸分野の倫理問題への学際的アプローチと法的ガイドライン

作成のための調査研究および上記の諸企業・諸機関対象のエシッ

クス・トレーニング・コースの運営

③内外のバイオエシックス関連機関との国際共同研究推進を通し

て、日本におけるバイオ法（Bio-Law)研究の先駆的な拠点を形成

し、社会に国際水準の研究成果を発信していくこと。

　なお、現在は上記①の一環として、国際交流基金日米センター

「生命倫理」事業による「日米のヘルス・ケアにおける意思決定」プロ

ジェクトを展開中。さらに ②に関連して、非西欧圏、とくにアジア

における歴史的・文化的背景を踏まえたユニークな生命倫理教育へ

の創造的アプローチを目的に、「生命倫理教育の文化的多様性と創

造性」をテーマとする、欧米、アジア諸国の大学・研究機関や

WH O、UN E S C O、C I O M S（国際医科学機構協議会）と連携した国

際共同研究も計画されている。
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