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II..  次次世世代代医医療療機機器器・・再再生生医医療療等等製製品品評評価価指指標標作作成成事事業業   

再再生生医医療療審審査査 WWGG 平平成成 2277 年年度度委委員員名名簿簿   

    



 
次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業	

再生医療審査 WG 平成 27 年度委員名簿	
	

	

	

座長	

佐藤正人	 	 東海大学	 医学部外科学系整形外科学	 教授	

	

委員（五十音順）	

磯貝典孝	 	 近畿大学	 医学部形成外科	 主任教授	

牛田多加志	 東京大学大学院	 工学系研究科	 教授	

岡田	 潔	 	 大阪大学大学院	 医学系研究科器官制御外科学（整形外科）講師	

沖田圭介	 	 京都大学	 iPS細胞研究所	 未来生命科学開拓部門	 講師	
妻木範行	 	 京都大学	 iPS細胞研究所	 増殖分化機構研究部門	 教授 
中村憲正	 	 大阪保健医療大学	 教授	

星	 和人	 	 東京大学	 医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部	 特任准教授 
水野博司	 	 順天堂大学大学院	 医学研究科医学部形成外科学講座	 主任教授	

	

厚生労働省	

磯部総一郎	 大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）	

近藤英幸	 	 医薬・生活衛生局	 医療機器・再生医療等製品担当参事官室	 医療機器規制国際調整官	

治田義太郎	 医薬・生活衛生局	 医療機器・再生医療等製品担当参事官室	 係員	

	

独立行政法人医薬品医療機器総合機構	

河西正樹	 	 再生医療製品等審査部	 審査専門員	

渡邉可奈子	 再生医療製品等審査部	 審査専門員	

宮崎生子	 	 規格基準部	 部長	

松岡厚子	 	 規格基準部	 医療機器基準課	 テクニカルエキスパート	

	

オブザーバー	

弓場俊輔	 	 産業技術総合研究所	 バイオメディカル研究部門	 細胞・生体医工学研究グループ	 	

研究グループ長	

伊藤弓弦	 	 産業技術総合研究所	 創薬基盤研究部門	 幹細胞工学研究グループ	 研究グループ長	

廣瀬志弘	 	 産業技術総合研究所	 健康工学研究部門	 生体材料研究グループ	 主任研究員	

東健太郎	 	 京都大学	 iPS細胞研究所	 医療応用推進室	 特命准教授	
	

国立医薬品食品衛生研究所（事務局）	

佐藤陽治	 	 国立医薬品食品衛生研究所	 再生・細胞医療製品部	 部長	

澤田留美	 	 国立医薬品食品衛生研究所	 再生・細胞医療製品部	 室長	

河野	 健	 	 国立医薬品食品衛生研究所	 再生・細胞医療製品部	 主任研究官	



 
 
 
 
 

II. 平成 27 年度 WG 会議議事概要  
 



 

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業 
再生医療審査 WG 平成 27 年度第一回会議議事録（概要） 

 
1. 開催日時：2014年 9月 4日（金）10時〜12時 

 
2. 開催場所：オフィス東京 L4会議室 

 
3. 出席者（座長以下五十音順・敬称略） 
	  委員：佐藤	 正人（東海大学）、磯貝	 典孝（近畿大学）、牛田	 多加志（東京大学）、

沖田	 圭介（京都大学）、中村	 憲正（大阪保健医療大学） 
   厚生労働省：近藤	 英幸、治田	 義太郎 
   経済産業省：小宮	 一晃 

   医薬品医療機器総合機構：河西	 正樹、宮崎	 生子、井出	 勝久 
   東海大学：豊田	 恵利子 
   産業技術総合研究所：伊藤	 弓弦 

   事務局（国立医薬品食品衛生研究所）：佐藤	 陽治、澤田	 留美、河野	 健 

 
4. 配布資料 

1. 平成 27 年度第一回委員会議事次第 
2. 平成 27 年度委員名簿 
3. 次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業について 

4. 再生医療審査 WG 平成 26 年度報告とこれまでの評価指標の内容について 
5. 牛田委員ご講演資料 
6. 沖田委員ご講演資料 

7. 厚生労働省医療機器審査管理室長通知：平成 22 年 12 月 15 日付薬食機発 1215
第 1 号「次世代医療機器評価指標の公表について」 
・ 別添１「関節軟骨再生に関する評価指標」 

8. 厚生労働省医療機器審査管理室長通知：平成 25 年 5 月 29 日付薬食機発 0529 第

1 号「次世代医療機器評価指標の公表について」 
・ 別添１「自己 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞に関する評価指標」 

9. 厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知：平成

26 年 9 月 12 日付薬食機参発 0912 第 2 号「次世代医療機器・再生医療等製品評価

指標の公表について」 



 

・ 別紙１「同種 iPS（様）細胞由来網膜色素上皮細胞に関する評価指標」 
10. ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
11. ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

12. ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
13. ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
14. ヒト（自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

15. ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
16. ヒト ES 細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

 

 
5. 議事内容 
	 ①次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業について厚生労働省	 近藤調整

官より説明が行われた。 
	 ②平成 26 年度までの再生医療審査 WG の活動内容及び今年度の活動計画について、
事務局より説明があった。 

	 ③平成 27年度の座長及び委員による自己紹介が行われた。座長・委員は下記の通り（敬
称略） 

	 座長 
	 佐藤正人	 	 東海大学医学部整形外科	 教授	

	 	  
	 委員（五十音順） 
	 	 磯貝典孝	 	 近畿大学	 医学部形成外科	 主任教授	

	 	 牛田多加志	 東京大学大学院	 工学系研究科	 教授	

	 	 沖田圭介	 	 京都大学	 iPS細胞研究所	 未来生命科学開拓部門	 講師	
	 	 妻木範行	 	 京都大学	 iPS細胞研究所	 増殖分化機構研究部門	 教授 
	 	 中村憲正	 	 大阪保健医療大学	 教授	

	 	 星	 和人	 	 東京大学医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部	 特任准教授 
	 	 水野博司	 	 順天堂大学大学院	 医学研究科医学部形成外科学講座	 主任教授	

	  
	 ④経済産業省	 小宮室長補佐より開発 WG で作成した「組織（軟骨）再生における
性能評価技術	 開発ガイドライン 2012（案）」について、審査WGで作成した「関
節軟骨再生に関する評価指標」（H22.12.15薬食機発 1215第 1号別添 1）の内容と

重複する部分が多くあったので、開発ガイドラインとしてではなく、今年度、本

WG にてその内容を見直し新たに作成する評価指標に取り込ませた形で作成して



 

頂きたいとの説明があった。 

  
	 ⑤牛田委員より H23年度に開発WGにて作成された「組織（軟骨）再生における性

能評価技術	 開発ガイドライン 2012（案）」における臨床評価の部分についての
説明があり、その後、発表内容について質疑応答がなされた。 
臨床評価についてバイオプシー（生体組織診断）も評価法の一つに入れた方が良い

のではないかと意見があった。 

 
	 ⑥沖田委員より「再生医療用 iPS細胞ストックの概要」について講演があり、その後、

発表内容について質疑応答がなされた。 

 
⑦平成 27年度の活動方針について討議した。 

 主な討議内容 
 ・今年度は「関節軟骨再生に関する評価指標」（H22.12.15薬食機発 1215第 1号
別添 1）の見直しを行う。また、昨年度決めた改訂の 6 つのポイント（1. 細胞ソ

ースをどうするか？ 2. 対象疾患に変形性関節症を加えるか？ 3. 安全性の評
価：細胞ソースの安全性、再生医療製品の安全性 4. 有効性の評価 5. 動物モデル
での評価 6. 市販後調査もふくめるかどうか？）について話し合った。細胞ソー

スは体細胞、体性幹細胞に加えて同種 iPS 細胞も入れる。評価指標は体細胞、体
性幹細胞と同種 iPS細胞由来でそれぞれ作成する方向で同意。 

	 対象疾患について、変形性関節症は多様な疾患で評価が難しいため、今回の改訂

では対象とせず、損傷関節軟骨のみとなった。 
・「耳介軟骨の再生に関する評価指標」の作成に向けて、磯貝委員より耳の軟骨再

生の現状について、説明があった。第二回会議で星委員に開発の状況を発表して

もらい、想定される製品や対象疾患等を議論することとなった。 
・作成した評価指標を英訳した方が良いのではないかと意見があった。 

  
⑧今後の会議日程 
 第二回会議 ： 平成 27 年 10 月 15 日（木）14-16 時 オフィス東京 S 会議室 
 第三回会議 ： 平成 27 年 11 月 26 日（木）14-16 時 オフィス東京 L4 会議室 

 第四回会議 ： 平成 28 年 1 月 7 日（木）14-16 時 オフィス東京 L2 会議室 
 第五回会議 ： 平成 28 年 1 月 28 日（木）14-16 時 オフィス東京 

  



 

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業 
再生医療審査 WG 平成 27 年度第二回会議議事録（概要） 

 
2. 開催日時：2015年 10月 15日（木）14時〜16時 

 
2. 開催場所：オフィス東京 S会議室 

 
3. 出席者（座長以下五十音順・敬称略） 
	  委員：佐藤	 正人（東海大学）、磯貝	 典孝（近畿大学）、牛田	 多加志（東京大学）、

沖田	 圭介（京都大学）、妻木	 範行（京都大学）、星	 和人（東京大学） 
   厚生労働省：荒川	 裕司 
   医薬品医療機器総合機構：渡邉	 可奈子、松岡	 厚子、井出	 勝久 

	  京都大学：東	 健太郎 
   東海大学：豊田	 恵利子 
   産業技術総合研究所：伊藤	 弓弦 

   事務局（国立医薬品食品衛生研究所）：佐藤	 陽治、澤田	 留美、河野	 健 

 
4. 配布資料 

1. 平成 27 年度第二回委員会議事次第 
2. 平成 27 年度第一回委員会議事録（概要） 
3. 平成 27 年度委員名簿（最新版） 

4. 作業分担案 
5. 星先生ご講演資料 

 6. 厚生労働省医療機器審査管理室長通知：平成 22 年 12 月 15 日付薬食機発 1215

第 1 号「次世代医療機器評価指標の公表について」別添１「関節軟骨再生に関する評

価指標」 
7. ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

 8. 厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知：平成

26 年 9 月 12 日付薬食機参発 0912 第 2 号「次世代医療機器・再生医療等製品評価

指標の公表について」別紙１「同種 iPS（様）細胞由来網膜色素上皮細胞に関する評価

指標」 



 

9. 厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知：平成

27 年 9 月 25 日付薬食機参発 0925 第 1 号「次世代医療機器・再生医療等製品評価

指標の公表について」別紙１「鼻軟骨再生に関する評価指標」 

 
5. 議事内容 
	 ①事務局より第一回会議議事録（概要）について説明があり、委員より承認を得た。 

	 ②第二回会議より大阪大学医学部整形外科の岡田潔先生に委員に加わって頂くこと

となった。 
	 ③星委員より耳介軟骨再生の開発状況について発表があった。臨床導入にはまだ時間

的な余裕があるので、「耳介軟骨再生に関する評価指標」は来年度まとめるべく、

今年度は評価項目等の検討を行うこととなった。 
	 ④評価指標作成に係る作業分担について話し合われた。 

	 	 (1) 関節軟骨再生 
     （細胞ソース：ヒト軟骨細胞及び体性幹細胞，対象疾患：損傷関節軟骨） 
	 	 	 佐藤（正），中村，牛田，岡田，佐藤（陽） 

	 	 (2) 関節軟骨再生 
     （細胞ソース：同種ヒト iPS（様）細胞，対象疾患：損傷関節軟骨） 
	 	 	 妻木，沖田，牛田，岡田，佐藤（陽） 

 	 	 (3) 耳介軟骨再生 
	 	 	 磯貝，水野，星  
	 ⑤治験のフォローアップ期間について合意が取れれば評価指標に記載し、市販後調査

として、敢えて評価指標には加えなくても良いのではないかと意見が出た。 
	 ⑥開発 GL（案）を評価指標に取り込むにあたり、第三回会議で、牛田委員よりどの
部分を評価指標に反映した方が良いのかご提案頂くこととなった。 

⑦評価指標のタイトルとして、 
	 「関節軟骨再生を目的としたヒト軟骨細胞及びヒト体性幹細胞に関する評価指標」 
	 「関節軟骨再生を目的とした同種ヒト iPS細胞由来軟骨細胞に関する評価指標」 

	 の案が出された。 
⑧第三回会議までに、妻木委員、沖田委員、岡田委員に「同種 iPS（様）細胞由来網膜色

素上皮細胞に関する評価指標」を参考に、関節軟骨用の評価項目を示して頂くこととな

った。 
⑨今後の会議日程 
 第三回会議 ： 平成 27 年 11 月 26 日（木）14-16 時 オフィス東京 L4 会議室 



 

 第四回会議 ： 平成 28 年 1 月 7 日（木）14-16 時 オフィス東京 L2 会議室 
 第五回会議 ： 平成 28 年 1 月 28 日（木）14-16 時 オフィス東京 

  



 

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業 
再生医療審査 WG 平成 27 年度第三回会議議事録（概要） 

 
3. 開催日時：2015年 11月 26日（木）14時〜16時 

 
2. 開催場所：オフィス東京 L4会議室 

 
3. 出席者（座長以下五十音順・敬称略） 
	  委員：佐藤	 正人（東海大学）、磯貝	 典孝（近畿大学）、牛田	 多加志（東京大学）、

岡田	 潔（大阪大学）、沖田	 圭介（京都大学）、妻木	 範行（京都大学）、

中村	 憲正（大阪保健医療大学）、星	 和人（東京大学）、水野	 博司（順天

堂大学） 

   医薬品医療機器総合機構：河西	 正樹 
	  京都大学：東	 健太郎 
   東海大学：豊田	 恵利子 

   産業技術総合研究所：伊藤	 弓弦 
   事務局（国立医薬品食品衛生研究所）：佐藤	 陽治、澤田	 留美、河野	 健 

 
4. 配布資料 

1. 平成 27 年度第三回委員会議事次第 
2. 平成 27 年度第二回委員会議事録（概要） 

3. 軟骨再生医療等製品の臨床試験に関して～過去の審査事例より～ 
（岡田委員ご発表資料） 

4. 同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織または軟骨細胞に関する評価指標素案 

5. 開発 GL 案よりご提案資料 
6. 厚生労働省医療機器審査管理室長通知：平成 22 年 12 月 15 日付薬食機発 1215 第

1 号「次世代医療機器評価指標の公表について」別添１「関節軟骨再生に関する評価

指標」 
7. ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
8. 厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知：平成

26 年 9 月 12 日付薬食機参発 0912 第 2 号「次世代医療機器・再生医療等製品評価

指標の公表について」別紙１「同種 iPS（様）細胞由来網膜色素上皮細胞に関する評価

指標」 



 

9. 再生医療分野 組織（軟骨）再生における性能評価技術  
開発ガイドライン 2012（案） 

 
5. 議事内容 
	 ①事務局より第二回会議議事録（概要）について説明があり、委員より承認を得た。 
	 ②岡田委員より「軟骨再生医療等製品の臨床試験に関して〜過去の審査事例より〜」

について発表があり、その後、発表内容について質疑応答がなされた。 
	 ③妻木委員より「同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織または軟骨細胞に関する評価
指標素案」について説明していただきながら、全委員で討議した。 

	 ④牛田委員より、開発 GL からどの部分を今年度改定予定の「関節軟骨再生に関する
評価指標」（H22.12.15 薬食機発 1215 第 1 号別添 1）へ反映すれば良いかについて
発表があり、全委員で討議した。 

	 ⑤第四回会議までに、下記の通り作業を行っていただくこととした。 
・ 妻木委員に③での討議内容をもとに「同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織また 
	 は軟骨細胞に関する評価指標素案」の修正を行っていただく。 

・  牛田委員に④での討議内容をもとに、「関節軟骨再生に関する評価指標」

（H22.12.15薬食機発 1215第 1号別添 1）の改定版へ反映できる部分を厳選して提 
 案していただく。 

・ 中村委員に開発 GL の臨床評価部分を修正して提案していただく。画像診断部分を 
 シンプルにしていただく。 
・ 佐藤座長に生体組織診断（バイオプシー）について執筆していただく。 

⑥今後の会議日程 
 第四回会議 ： 平成 28 年 1 月 7 日（木）14-16 時 オフィス東京 L2 会議室 
 第五回会議 ： 平成 28 年 1 月 28 日（木）14-16 時 オフィス東京 L2 会議室 

  



 

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業 
再生医療審査 WG 平成 27 年度第四回会議議事録（概要） 

 
4. 開催日時：2016年 1月 7日（木）14時〜16時 

 
2. 開催場所：オフィス東京 L2会議室 

 
3. 出席者（座長以下五十音順・敬称略） 
	  委員：佐藤	 正人（東海大学）、磯貝	 典孝（近畿大学）、牛田	 多加志（東京大学）、

岡田	 潔（大阪大学）、沖田	 圭介（京都大学）、妻木	 範行（京都大学）、

中村	 憲正（大阪保健医療大学）、星	 和人（東京大学） 
   医薬品医療機器総合機構：河西	 正樹 

	  京都大学：東	 健太郎 
   東海大学：豊田	 恵利子 
   産業技術総合研究所：弓場	 俊輔、伊藤	 弓弦、廣瀬	 志弘 

   事務局（国立医薬品食品衛生研究所）：佐藤	 陽治、澤田	 留美、河野	 健 

 
4. 配布資料 

1. 平成 27 年度第四回委員会議事次第 
2. 平成 27 年度第三回委員会議事録（概要） 
3. 関節軟骨再生に関する評価指標（改定案） 

4. 同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織または軟骨細胞に関する評価指標素案 
5. 厚生労働省医療機器審査管理室長通知：平成 22 年 12 月 15 日付薬食機発 1215 第

1 号「次世代医療機器評価指標の公表について」別添１「関節軟骨再生に関する評価

指標」 
6. ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
7. ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

8. ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
9. ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

 10. ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

 
5. 議事内容 
	 ①事務局より第三回会議議事録（概要）について説明があり、委員より承認を得た。 



 

	 ②牛田委員、中村委員、佐藤座長より「関節軟骨再生に関する評価指標（改定案）」に

ついて説明していただきながら、全委員で討議した。 
 牛田委員 ： 相同使用、非相同使用に項目を分け、開発 GL から修正、反映した部分

（臨床試験（治験）以外）を中心に説明していただいた。 
中村委員 ： 開発 GL から修正、反映した臨床試験（治験）部分及び、短く書き直した

MRI 部分について説明していただいた。 

 佐藤座長 ： 執筆していただいたバイオプシーについて、説明していただいた。 
	 ③妻木委員より「同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織または軟骨細胞に関する評価
指標素案」について、第三回会議からの修正点を中心に説明していただき、全委員

で討議した。 
	 ④事務局が②、③での討議内容をもとに、「関節軟骨再生に関する評価指標（改定案）」

及び「同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織または軟骨細胞に関する評価指標素案」

を修正し、全委員にメーリングリストで送ることとなった。また、両評価指標案の臨

床試験（治験）のMRIとバイオプシー部分を中村委員、佐藤座長に修正していただ
くこととなった。 

⑤今後の会議日程 
 第五回会議 ： 平成 28 年 1 月 28 日（木）14-16 時 オフィス東京 L2 会議室 

  



 

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業 
再生医療審査 WG 平成 27 年度第五回会議議事録（概要） 

 
5. 開催日時：2016年 1月 28日（木）14時〜16時 

 
2. 開催場所：オフィス東京 L2会議室 

 
3. 出席者（座長以下五十音順・敬称略） 
	  委員：佐藤	 正人（東海大学）、牛田	 多加志（東京大学）、岡田	 潔（大阪大学）、

沖田	 圭介（京都大学）、妻木	 範行（京都大学）、星	 和人（東京大学）、

水野	 博司（順天堂大学） 
   医薬品医療機器総合機構：河西	 正樹、渡邊	 可奈子、松岡	 厚子 

	  京都大学：東	 健太郎 
   東海大学：豊田	 恵利子 
   産業技術総合研究所：弓場	 俊輔、伊藤	 弓弦、廣瀬	 志弘 

   事務局（国立医薬品食品衛生研究所）：佐藤	 陽治、澤田	 留美、河野	 健 

 
4. 配布資料 

1. 平成 27 年度第五回委員会議事次第 
2. 平成 27 年度第四回委員会議事録（概要） 
3．「耳介軟骨再生に関する評価指標」作成に向けて 

4.	 関節軟骨再生に関する評価指標（改定案） 
5.	 同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織又は軟骨細胞に関する評価指標素案 
6．厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知：平

成 27年 9月 25日付薬食機参発 0925第 1号「次世代医療機器・再生医療等製品
評価指標の公表について」別紙１「鼻軟骨再生に関する評価指標」 

7. 厚生労働省医療機器審査管理室長通知：平成 22年 12月 15日付薬食機発 1215第

1 号「次世代医療機器評価指標の公表について」別添１「関節軟骨再生に関する
評価指標」 

8．ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

9. ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
10．ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
11．ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 



 

12. ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 
 
5. 議事内容 

	 ①事務局より第四回会議議事録（概要）について説明があり、委員より承認を得た。 
	 ②星委員より「耳介軟骨再生に関する評価指標」案作成に向けて説明していただいた。

方針として、昨年度作成した「鼻軟骨再生に関する評価指標」を追加修正する形で

進めていく。具体的には、製品の力学的強度と形状維持について追加すれば良いの

ではないかと説明があった。ただ、人への臨床応用は４、５年後を想定しているの

で、早々に評価指標を作る必要はないのではないかという意見が出た。 

	 ③資料 4「関節軟骨再生に関する評価指標（改定案）」について全出席者で読み合わ
せを行い、修正点等討議した。 
主な修正点 

・タイトルを「軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品を用いた関節軟骨再生に関する評 
	 価指標案」にする。 
・「スキャホールド」を「足場材料等」に変更する。 

・５−１（５）力学的適合試験の 2文目と 3文目を逆にし、「無菌性」を「無菌性又 
	 は破壊性」にする。 
・８	 ３）臨床有効性評価の「authorizeされている」を「日本語版が作成され使 

	 用されている」に変更する。 
	 ④資料 5「同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織又は軟骨細胞に関する評価指標素案」
について全出席者で読み合わせを行い、修正点等討議した。 

主な修正点 
・タイトルを「同種 iPS（様）細胞加工製品を用いた関節軟骨再生に関する評価指 
	 標案」にする。 

・細胞株や細胞単体の意味で書かれている「ヒト（同種）iPS（様）細胞」は「iPS
（様）細胞」とする。 
・５（７）「移植治療の評価方法」を「構造学的評価」に変更。また③全身モニタ 

	 リング項目と順番を逆にする。 
⑤事務局が③、④での討議内容をもとに、資料 4「関節軟骨再生に関する評価指標（改

定案）」及び資料 5「同種ヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織または軟骨細胞に関する

評価指標素案」を修正し、全委員にメーリングリストで送ることとなった。今後

はメールベースで修正を行い、最終案として報告書にまとめることとなった。 
⑥報告書に掲載する原稿を岡田委員、沖田委員、水野委員に執筆していただくこと



 

となった。 
岡田委員 軟骨再生医療等製品の臨床試験に関して〜過去の審査事例より〜 
沖田委員 再生医療用 iPS細胞ストックの概要 

水野委員 形成外科分野における再生医療の現状と今後 

 
 



 
 
 
 
 

III. 軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品を用いた  

関節軟骨再生に関する評価指標（案）  
 
 
1. はじめに 
2. 本評価指標の対象 
3. 本評価指標の位置づけ 
4. 用語の定義 
5. 評価に当たって留意すべき事項 
6. 効力又は性能を裏付ける試験について 
7. 体内動態について 
8. 臨床試験（治験） 
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軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品を用いた関節軟骨再生に関する 
評価指標案 

 
 

１．はじめに  
再生医療等製品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和 35年法律第 145号）第２条第９項に規定する「再生医療等製品」をいう。以下同じ。）
のうち、ヒト細胞加工製品の品質及び安全性を確保するための基本的な技術要件は、平成

20年 2月 8日付け薬食発第 0208003号厚生労働省医薬食品局長通知（以下｢ヒト（自己）
由来細胞・組織加工医薬品等の指針｣という。）及び平成 20年 9月 12日付け薬食発第
0912006号厚生労働省医薬食品局長通知（以下｢ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等
の指針｣という。）に定められているところである。また、ヒト体性幹細胞加工製品の品質

及び安全性の確保については、平成 24年 9月 7日付け薬食発第 0907第 2号厚生労働省医
薬食品局長通知（以下｢ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の指針｣という。）及び平成 24
年 9月 7日付け薬食発第 0907第 3号厚生労働省医薬食品局長通知（以下｢ヒト（同種）体
性幹細胞加工医薬品等の指針｣という。）に定められているところである。本評価指標は、

ヒト軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品のうち特に関節軟骨損傷の治療を目的として軟骨に

適用される再生医療等製品について、上述の基本的な技術要件に加えて留意すべき事項を

示すものである。 
 
２．本評価指標の対象  
本評価指標は、ヒト（自己又は同種）軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品のうち特に関節軟

骨損傷の治療を目的として適用される再生医療等製品について、基本的な技術要件に加え

て品質、有効性及び安全性の評価にあたって留意すべき事項を示したものである。 
 
３．本評価指標の位置づけ  
本評価指標は、技術開発の著しいヒト軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品を対象とするもの

であることを勘案し、留意すべき事項を網羅的に示したものではなく、現時点で考えられ

る点について示している。よって、今後の更なる技術革新や知見の集積等を踏まえ改訂さ

れるものであり、申請内容に関して拘束力を有するものではない。 
製品の評価に当たっては、個別の製品の特性を十分理解した上で、科学的な合理性をもっ

て柔軟に対応することが必要である。 
なお、本評価指標の他、国内外のその他の関連ガイドラインを参考にすることも考慮すべ

きである。 
 
４．用語の定義  
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本評価指標における用語の定義は、ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等の指針、ヒ

ト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の指針、ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の

指針及びヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の指針の定義による他、以下のとおりとす

る。 
（１）軟骨細胞：軟骨の細胞外基質中に存在し、主にコラーゲン(II、IX、XI 型等)とプロ

テオグリカン（アグリカンを主とする）を分泌し軟骨基質を形成することを特徴とす

る細胞を一般的には指すが、本評価指標で原材料とする細胞はその前駆細胞（軟骨芽

細胞）、軟骨細胞ないし軟骨芽細胞を豊富に含む細胞集団及び体外でこれらの細胞を

培養して得られた細胞を含む。 
（２）体性幹細胞：生体組織中に存在し、多分化能を有しかつ自己複製能力を維持してい

るもの又はそれに類することが推定されるもの及びこれを豊富に含む細胞集団をい

うが、本評価指標では骨髄間質細胞も含む。また、体外でこれらの細胞を培養して得

られた細胞を含む。 
（３）粘弾性：粘性と弾性とを併せ持つ性質。軟骨組織の力学的特性において重要なファ

クターである。特に粘性は、歩行や運動といった時間的に変化する荷重に対して関節

軟骨が応答する際に、重要な働きをする。 
（４）中間製品：製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることに

よって製品となるもの。 
 
５．評価にあたって留意すべき事項  
損傷関節軟骨等の治療を目的とした再生医療等製品には、原材料と適用との関係性から、

1) 原材料として採取されるドナーの細胞・組織が患者の適用部位の細胞・組織と同様の基
本機能をもつ場合（相同使用 Homologous Use）と、2) そうでない場合（非相同使用 
Non-homologous Use）とに分けられる。本評価指標においては昨今の国内外の研究開発状
況を鑑み、前者の場合には主にヒト軟骨細胞加工製品を、後者の場合には主に軟骨以外の

組織に由来するヒト体性幹細胞を原材料とする再生医療等製品を対象とする。両者の安全

性・有効性上の大きな差異として考えられるのは、前者の場合には適用部位における細胞・

組織の既知の生理学的機能からその有効性の機序を理解することが比較的容易と想定され

る可能性があるのに対し、後者の場合には移植段階で軟骨細胞様の表現型を呈さないこと

及び有効性を裏付ける機序が複数である可能性があることに加えて、それらの確認が困難

である可能性が考えられる。従って、軟骨細胞の相同使用による軟骨細胞加工製品と非相

同性使用による体性幹細胞加工製品とでは、有効性の評価、その機序の理解及び製品中の

細胞の適用部位における機能に基づくリスクの評価について留意点が異なる可能性がある

ことに注意が必要である。 
製品評価については、以下に挙げた試験項目が考えられる。しかしながら、製品によって

は例示した試験項目又はマーカーが必要十分とは限らず、逆に不必要な場合もある。さら
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に必要かつ適切であれば、別の試験項目又はマーカーを採用又は追加して設定を検討し、

使用する妥当性を説明すること。 
本評価指標においては、相同使用と非相同使用とをそれぞれ、最終製品に軟骨細胞を含む

場合と最終製品に軟骨細胞を含まない場合とに分けて記述する。 
 
５−１．最終製品に軟骨細胞を含む場合 

・原材料としてヒト軟骨細胞を用いて適用する場合 
・原材料としてヒト体性幹細胞を軟骨細胞に分化誘導して適用する場合 

 
（１）細胞数及び生存率 

出発原料となる軟骨細胞又は体性幹細胞は採取組織に由来する量的な制約がある。軟

骨細胞は体外培養すると脱分化する傾向を持つ。軟骨細胞は、ドナーの年齢又は長期の

培養等の条件により増殖速度が低下する場合もあるため、体外での増殖にも限度があり、

最終製品に使用可能な細胞数は、出発原料として得られた細胞の数に応じて量的な制約

を持つ。従って、意図する治療部位のサイズに見合った量の最終製品を製造するために

十分な量の細胞を確保するためには、原材料又は中間製品中に存在する細胞の数及び生

存率について判定基準を設定しておく必要がある。また、最終製品における細胞の生存

率についても基準を設定する必要がある。細胞数を測定する方法としては、最終製品の

一部を酵素処理して細胞懸濁液とし、血球計算板やセルカウンターで測定する方法があ

る。細胞生存率を測定する方法として、トリパンブルーを用いた色素排除法があり、生

細胞及び死細胞を計数することができる。足場材料等に細胞を播種し、三次元培養した

製品では、使用している足場材料等をタンパク質分解酵素等で消化して細胞懸濁液を得

て、それを細胞数及び細胞生存率の測定に用いることが考えられる。足場材料等から細

胞を分離して細胞を計数することが困難な場合には、細胞のDNA量を測定する方法や、
MTTアッセイによりミトコンドリアの酵素活性を指標に生細胞数を算出する方法があ
る。 

 
（２）細胞の培養期間の妥当性 

培養期間の妥当性及び細胞の安定性を評価するために、予定の培養期間を超えて培養

した細胞において脱分化又は増殖速度の異常変動等の目的外の変化がないことを適切な

細胞指標を用いて示すこと。適用後に体内での増殖、分化等を期待する場合には、設定

された基準による継代数又は分裂回数で期待された機能を発揮することを明らかにする

こと。 
 

（３）確認試験 
目的とする体内での有効性（軟骨形成能、軟骨機能等）を達成し、かつ安全性上の問
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題（意図しない分化、過形成、異常増殖等）を可能な限り回避するとともに、一定の品

質及び安定性を保持するために必要な最終製品中の細胞の重要細胞特性指標を定め、こ

れらを用いて最終製品中の細胞が目的の細胞であることを確認すること。確認試験には

目的細胞に対する特異性が求められるため、試験に用いる細胞特性指標は、混入する可

能性のある他の細胞では発現していない分子であることが望ましい。組織工学的手法に

より製造された製品については、足場材料等に播種されて製造された最終製品の細胞の

生存率・密度・形態学的特徴等を確認すること。なお、最終製品の規格を最も良く実現

するために必要な、原材料及び中間製品の重要細胞特性指標を設定することも必要であ

る。量的制約や複雑な品質特性のために、最終製品において細胞の特性を必要十分に評

価できない場合は、中間製品（又は原材料）で評価することが選択肢となる場合もある。

そのためには、中間製品（又は原材料）の特性が最終製品の品質に関する適正な道標と

なるという合理性を示すことが必要である。 
確認試験のための具体的な評価指標を、形態学的特徴、生化学的指標、遺伝子発現に

分けて以下に記す。 
① 形態学的特徴  
軟骨細胞は球形又は楕円形の形態をとるが、平面培養によって紡錘状の線維芽細胞様

となる。細胞外マトリックスの存在等、培養環境により細胞形状が変わる。球形状の細

胞形状の方が、紡錘型の細胞に比してタイプ IIコラーゲン等、軟骨基質産生を維持して
いることが知られている。細胞を足場材料等に播種した場合の細胞形態の観察は困難で

あることが多い。 
② 生化学的指標 

生化学的指標としては、軟骨細胞が産生するグリコサミノグリカン(GAG)、タイプ II
コラーゲン、アグリカン等が考えられる。又、軟骨細胞特異的な産生物質と線維芽細胞

や脱分化軟骨細胞が産生する物質の比率を指標として、例えばタイプ IIコラーゲン／タ
イプ Iコラーゲン比、コンドロイチン 6硫酸／コンドロイチン 4硫酸の比を指標とする
方法がある。足場材料等に細胞を播種し、三次元培養した製品では、使用している足場

材料等をタンパク質分解酵素等で消化し、その消化液中に存在する産生物質を定量する

ことも考えられる。GAGは硫酸化 GAGの硫酸基に色素を結合させ、吸光度で測定する
方法が知られている（色素結合法）。その他の産生物質は ELISAや HPLC等によって定
量することができる。 
③ 遺伝子発現 
生化学的指標のマーカーとなるタンパク質については、Sox9や HAPLN1（ヒアルロン
酸とプロテオグリカン連結たんぱく質）の遺伝子発現を軟骨細胞のマーカーとして検出

する方法が報告されている。mRNA発現の有無は RT-PCRで確認することができ、定
量 PCRにより遺伝子発現を定量することも可能である。 
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（４）細胞の純度試験 
細胞の純度は品質管理における重要な要素であり、他の品質試験と同様、工程の性能、

非臨床及び臨床試験結果等に基づき、規格を設定すべきものである。原材料、中間製品、

最終製品の各段階における目的細胞については、確認試験で定めた重要細胞特性指標に

基づいて定義すること。混入細胞（例えば骨芽細胞、血管内皮細胞、線維芽細胞、その

他の採取時に混入する可能性のある細胞）又は原材料・製造工程における幹細胞の意図

しない分化により生じた体細胞（様）細胞、未分化細胞又は脱分化細胞、異常増殖細胞、

形質転換細胞といった目的細胞以外の細胞の検出及びその混入率の定量法、並びにその

安全性を確認する試験方法及び判断基準を設定すること。特に移植後に重篤な有害事象

をひきおこす造腫瘍性細胞については、その混入量を検討すること。 
 

（５）力学的適合試験 
最終製品の段階で軟骨組織と類似した力学特性を持つ等、最終製品によっては最終製

品自体に耐荷重性、摺動特性、粘弾性等における適合性が要求される。各製品の適用方

法を考慮した上で必要に応じて力学的適合性を確認するための規格を設定すること。力

学的適合性試験は無菌性又は非破壊性を保った状態で行うことが困難でなじまない場合

には、試験的検体を用いて実施することでも構わない。 
 

（６）効能を裏付ける品質試験 
軟骨再生を目的とした再生医療等製品の有効性を担保するためには、最終製品に対す

る適切な効能試験の設定を検討する必要がある。 
組織工学的手法によらず軟骨組織とは類似しない力学特性を持つ製品については、体

内における有効性の代替指標（Surrogate Marker）を同定し、効能試験に応用すること
が考えられる。例えば、タイプ II コラーゲン／タイプ I コラーゲンの遺伝子発現比は
軟骨細胞の分化の指標とされることがある。ただし、代替指標の使用に際しては、患者

における有効性と代替指標との相関性を予め明らかにすることが必要となる。適用後に

体内での増殖及び分化等を期待する場合には、設定された基準による継代数又は分裂回

数で期待された機能を発揮することを明らかにすること。 
 

（７）製品の安定性試験 
ヒト軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品の最終製品又は重要なそれらの中間製品につ

いて、保存・流通期間及び保存形態を十分考慮して、細胞の生存率及び効能を裏付ける

代替指標等を指標に実保存条件での安定性試験を実施し、貯法及び有効期限を設定し、

その妥当性を明らかにすること。特に凍結保管及び解凍を行う場合には、凍結及び解凍

操作により製品の解凍後の培養可能期間や品質への影響がないかを確認すること。また、

必要に応じて標準的な製造期間を超える場合や標準的な保存期間を超える長期保存につ
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いても検討し、安定性の限界を可能な範囲で確認すること。ただし、製品化後直ちに使

用するような場合はこの限りではない。 
また、原材料・中間製品及び最終製品を運搬する場合には、それぞれの条件と手順（容

器、輸送液、温度管理等を含む）等を定め、その妥当性について明らかにすること。細

胞を凍結状態で輸送する場合には、凍結時に使用する培地又は凍結保存液、凍結保護剤

等について、製造工程で使用する原材料と同様に適切に選択すること。又、非凍結状態

で輸送する場合の輸送液等も同様である。製品形態あるいは細胞種によって、製品安定

性を保つための適切な保存形態、温度条件又は輸送液等が異なる可能性があるため、製

品毎に適切な組み合わせを検討し、安定性を担保する必要がある。 
 

（８）非細胞材料及び最終製品の生体適合性 
製品に関係する非細胞材料については、細胞とともに最終製品の一部を構成するもの

だけでなく、製造工程中で細胞と接触するもの及び適用時に使用されるもの（局所封入

用の膜、フィブリン糊等）に関しても、材料自体の品質・安全性に関する知見について

明らかにするとともに、生体適合性等、患者及び製品中の細胞との相互作用に関する知

見について明らかにすること。また、最終製品総体についても患者の細胞組織、特に適

用部位周辺組織との相互作用について評価すること。また、最終製品の一部を構成する

非細胞材料の、製造工程中（培地中）及び体内での分解特性、体内での再吸収特性、分

解物の安全性に関して適切な情報を提供すること。特に、生体吸収性材料を用いる場合

には、分解生成物に関して必要な試験を実施すること。非細胞材料の生体適合性につい

ては、ISO10993-1、JIS T 0993-1 又は ASTM F748-04 、医療機器の製造販売承認申
請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方について（平成 24年 3月 1日付け薬
食機発 0301第 20号）等を参考にすること。 

 
（９）細胞の造腫瘍性・過形成 

製品中の細胞に由来する腫瘍形成及び過形成は適用部位における物理的障害となる

恐れがあること、宿主の正常な生理機能に対し悪影響を及ぼす可能性があること等から、

悪性腫瘍のみならず、良性腫瘍を含む腫瘍形成及び過形成の可能性を検討すること。試

験により造腫瘍性を評価する方法としては、例えば核型分析、軟寒天コロニー形成試験、

免疫不全動物における腫瘍形成能試験等が挙げられる。また、既定の培養期間を超えて

培養した細胞について、目的外の形質転換や増殖速度の異常亢進がないことを明らかに

することも重要である。なお、免疫不全動物における腫瘍形成能試験においては、移植

した細胞が体内で軟骨を形成した場合も腫瘍のように見えることがあるので、形態的特

徴だけでなく組織病理学的特徴による評価も検討すること。 
体性幹細胞等、軟骨細胞へと分化しうる細胞又は分化した軟骨細胞を含んだ再生医療

等製品の造腫瘍性については、複数の試験法による評価の必要性を検討すること。核型
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分析、免疫不全動物における腫瘍形成能試験については、それぞれ An International 
System for Human Cytogenic Nomenclature (ISCN2005)、WHO technical report 
series, No 978 Annex 3 (2013)等を参考にすることが考えられるが、試験法の妥当性に
ついては、製品の特性やその時点での技術レベル等に応じて検討を行うこと。なお、核

型分析において細胞・組織を採取したドナーの年齢や原疾患によっては、ある頻度で染

色体異常が生じている場合があるので，染色体異常が認められた場合にそれがドナー背

景に起因するのか、あるいは培養に起因するのかを明らかにできるような試験計画の立

案を検討すること。なお、造腫瘍性が疑われた場合の他、使用する原材料や製造方法に

よっては、がん原性の検討が必要な場合もあるかもしれない。 
 

５−２．最終製品に軟骨細胞を含まない場合 
・原材料としてヒト体性幹細胞を用い、軟骨細胞へ分化誘導せず適用する場合 

 
軟骨細胞としての特性（基質産生能等）を製品性能の指標とすることができない。

したがって、非臨床試験において効力を裏付けるデータを示す必要がある。 
 
（１）細胞数及び生存率 

出発原料となる体性幹細胞は採取組織に由来する量的な制約がある。体性幹細胞は体

外培養によりその表現型を変化させる傾向を持つ。そして、ドナーの年齢又は長期の培

養等の条件により増殖速度が低下する場合もあるため、体外での増殖にも限度があり、

最終製品に使用可能な細胞数は、出発原料として得られた細胞の数に応じて量的な制約

を持つ。従って、意図する治療部位のサイズに見合った量の最終製品を製造するために

十分な量の細胞を確保するためには、原材料又は中間製品中に存在する細胞の数及び生

存率について判定基準を設定しておく必要がある。また、最終製品における細胞の生存

率についても基準を設定する必要がある。細胞数を測定する方法としては、最終製品の

一部を酵素処理して細胞懸濁液とし、血球計算板やセルカウンターで測定する方法があ

る。細胞生存率を測定する方法として、トリパンブルーを用いた色素排除法があり、生

細胞及び死細胞を計数することができる。足場材料等に細胞を播種し、三次元培養した

製品では、使用している足場材料等をタンパク質分解酵素等で消化して細胞懸濁液を得

て、それを細胞数及び細胞生存率の測定に用いることが考えられる。足場材料等から細

胞を分離して細胞を計数することが困難な場合には、細胞のDNA量を測定する方法や、
MTTアッセイによりミトコンドリアの酵素活性を指標に生細胞数を算出する方法があ
る。 

 
（２）細胞の培養期間の妥当性 

培養期間の妥当性及び細胞の安定性を評価するために、予定の培養期間を超えて培養
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した細胞において多分化能の減弱、増殖速度の異常変動等の目的外の変化がないことを

適切な細胞指標を用いて示すこと。適用後に体内での増殖及び分化等を期待する場合に

は、設定された基準による継代数又は分裂回数で期待された機能を発揮することを明ら

かにすること。 
 

（３）確認試験 
目的とする体内での有効性（軟骨形成能、軟骨機能等）を達成し、かつ安全性上の問

題（意図しない分化、過形成、異常増殖等）を可能な限り回避するとともに、一定の品

質及び安定性を保持するために必要な最終製品中の細胞の重要細胞特性指標を定め、こ

れらを用いて最終製品中の細胞が目的の細胞であることを確認すること。確認試験には

目的細胞に対する特異性が求められるため、試験に用いる細胞特性指標は、混入する可

能性のある他の細胞では発現していない分子であることが望ましい。組織工学的手法に

より製造された製品については、足場材料等に播種されて製造された最終製品の細胞の

生存率・密度・形態学的特徴等を確認すること。なお、最終製品の規格を最も良く実現

するために必要な、原材料及び中間製品の重要細胞特性指標を設定することも必要であ

る。量的制約や複雑な品質特性のために、最終製品において細胞の特性を必要十分に評

価できない場合は、中間製品（又は原材料）で評価することが選択肢となる場合もある。

そのためには、中間製品（又は原材料）の特性が最終製品の品質に関する適正な道標と

なるという合理性を示すことが必要である。 
① 形態学的特徴 

体性幹細胞の中でも間葉系幹細胞は骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞等、間葉

系に属する細胞への分化能をもつ細胞である。一般的な培養条件下で培養皿に接着する

性質を利用して血球系細胞と分離でき、細胞形態を観察することができる。顕微鏡観察

において線維芽細胞に似た形態をとり、一般には紡錘形である。しかし、実際に培養さ

れた細胞の形態は多様で、典型的な紡錘形のもの、神経細胞様に突起を伸ばしたもの、

細胞が広がり扁平になったもの等様々である。 
② 重要中間体 
加工に伴う変化を調べるために、重要中間体に特徴的な、例えば、形態学的特徴、増

殖特性、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質、その他適切な遺伝型又は表現

型の指標を解析するとともに、必要に応じて機能解析を行う。重要中間体に明らかに由

来する各種サイトカイン、成長因子等の生理活性物質、及び細胞外マトリックスの定性

及び定量を行うことができる。 
③ 免疫学的指標 
細胞表面マーカーにより幹細胞を定義づける報告は多数あるが、例えば間葉系幹細胞

のように骨髄由来又は脂肪由来など、組織によって指標に用いられる表面抗原が異なる

場合もあるので、製品の特性を示すのに適切な表面抗原を選択することが重要である。
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また、原材料となる細胞、工程内重要中間体、最終製品等、製造工程を通じて管理する

のに適切な表面抗原を選択することが望ましい。 
 

（４）細胞の純度試験 
細胞の純度は品質管理における重要な要素であり、他の品質試験と同様、工程の性能、

非臨床及び臨床試験結果等に基づき、規格を設定すべきものである。原材料、中間製品、

最終製品の各段階における目的細胞については、確認試験で定めた重要細胞特性指標に

基づいて定義すること。混入細胞（例えば骨芽細胞、血管内皮細胞、線維芽細胞、その

他の採取時に混入する可能性のある細胞）又は原材料・製造工程における幹細胞の意図

しない分化により生じた体細胞（様）細胞、未分化細胞、異常増殖細胞、形質転換細胞

といった目的細胞以外の細胞の検出及びその混入率の定量法、並びにその安全性を確認

する試験方法及び判断基準を設定すること。 
 
（５）効能を裏付ける品質試験 

軟骨再生を目的とした再生医療等製品の有効性を担保するためには、最終製品に対す

る適切な効能試験の設定を検討する必要がある。適用後に体内での増殖及び分化等を期

待する場合には、設定された基準による継代数又は分裂回数で期待された機能を発揮す

ることを明らかにすること。 
 

（６）製品の安定性試験 
ヒト体性幹細胞加工製品又は重要なそれらの中間製品について、保存・流通期間及び

保存形態を十分考慮して、細胞の生存率及び効能を裏付ける代替指標等を指標に実保存

条件での安定性試験を実施し、貯法及び有効期限を設定し、その妥当性を明らかにする

こと。特に凍結保管及び解凍を行う場合には、凍結及び解凍操作により製品の解凍後の

培養可能期間や品質への影響がないかを確認すること。また、必要に応じて標準的な製

造期間を超える場合や標準的な保存期間を超える長期保存についても検討し、安定性の

限界を可能な範囲で確認すること。ただし、製品化後直ちに使用するような場合はこの

限りではない。 
また、原材料・中間製品及び最終製品を運搬する場合には、それぞれの条件と手順（容

器、輸送液、温度管理等を含む）等を定め、その妥当性について明らかにすること。細

胞を凍結状態で輸送する場合には、凍結時に使用する培地又は凍結保存液、凍結保護剤

等について、製造工程で使用する原材料と同様に適切に選択すること。又、非凍結状態

で輸送する場合の輸送液等も同様である。製品形態あるいは細胞種によって、製品安定

性を保つための適切な保存形態、温度条件又は輸送液等が異なる可能性があるため、製

品毎に適切な組み合わせを検討し、安定性を担保する必要がある。 
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（７）非細胞材料及び最終製品の生体適合性 
製品に関係する非細胞材料については、細胞とともに最終製品の一部を構成するもの

だけでなく、製造工程中で細胞と接触するもの及び適用時に使用されるもの（局所封入

用の膜、フィブリン糊等）に関しても、材料自体の品質・安全性に関する知見について

明らかにするとともに、生体適合性等、患者及び製品中の細胞との相互作用に関する知

見について明らかにすること。また、最終製品総体についても患者の細胞組織、特に適

用部位周辺組織との相互作用について評価すること。また、最終製品の一部を構成する

非細胞材料の、製造工程中（培地中）及び体内での分解特性、体内での再吸収特性、分

解物の安全性に関して適切な情報を提供すること。特に、生体吸収性材料を用いる場合

には、分解生成物に関して必要な試験を実施すること。非細胞材料の生体適合性につい

ては、ISO10993-1、JIS T 0993-1 又は ASTM F748-04 、医療機器の製造販売承認申
請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方について（平成 24年 3月 1日付け薬
食機発 0301第 20号）等を参考にすること。 

 
（８）細胞の造腫瘍性・過形成 

製品中の細胞に由来する腫瘍形成及び過形成は適用部位における物理的障害となる

恐れがあること、宿主の正常な生理機能に対し悪影響を及ぼす可能性があること等から、

悪性腫瘍のみならず、良性腫瘍を含む腫瘍形成及び過形成の可能性を検討すること。試

験により造腫瘍性を評価する方法としては、例えば核型分析、軟寒天コロニー形成試験、

免疫不全動物における腫瘍形成能試験等が挙げられる。また、既定の培養期間を超えて

培養した細胞について、目的外の形質転換や増殖速度の異常亢進がないことを明らかに

することも重要である。なお、免疫不全動物における腫瘍形成能試験においては、移植

した細胞が体内で軟骨を形成した場合も腫瘍のように見えることがあるので、形態的特

徴だけでなく組織病理学的特徴による評価も検討すること。 
体性幹細胞等、軟骨細胞へと分化しうる細胞を含んだ細胞・組織加工医薬品等の造腫

瘍性については、複数の試験法による評価の必要性を検討すること。核型分析、免疫不

全動物における腫瘍形成能試験については、それぞれ An International System for 
Human Cytogenic Nomenclature (ISCN2005)、WHO technical report series, No 978 
Annex 3 (2013)等を参考にすることが考えられるが、試験法の妥当性については、製品
の特性やその時点での技術レベル等に応じて検討を行うこと。なお、核型分析において

細胞・組織を採取したドナーの年齢や原疾患によっては、ある頻度で染色体異常が生じ

ている場合があるので，染色体異常が認められた場合にそれがドナー背景に起因するの

か、あるいは培養に起因するのかを明らかにできるような試験計画の立案を検討するこ

と。なお、造腫瘍性が疑われた場合の他、使用する原材料や製造方法によっては、がん

原性の検討が必要な場合もあるかもしれない。 
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６．効力又は性能を裏付ける試験について  
一次薬力学試験（Primary Pharmacodynamics / Proof-of-Concept Study）として、ヒ

ト軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品の機能発現、作用持続性及び再生医療等製品として期

待される臨床効果の実現可能性（Proof-of-Concept）を示すこと。また、適当な動物由来細
胞・組織製品モデル又は関節疾患モデルがある場合には、それを用いて治療効果を検討す

ること。モデル動物としては、ラット、ウサギ、ミニブタの関節軟骨に欠損を作製したも

の等が挙げられる。ヒト由来細胞・組織製品をモデル動物に移植する場合は異種移植とな

り、免疫抑制剤を投与する必要があるが、免疫抑制の効果期間は限られており、短期間の

観察に限られることに留意する。治療効果の評価方法には例えば ICRS スコア、O’Driscoll 
スコア、Wakitani スコア等を利用することが考えられるが、妥当性については検討を行う
こと。 
 
７．体内動態について  
いかなる再生医療等製品においても製品に由来する細胞が意図しない生体内分布を示す

かどうかは安全上の懸念となる。従って、ヒト軟骨細胞又は体性幹細胞加工製品を構成す

る細胞・組織についても、技術的に可能で科学的合理性のある範囲で、実験動物での分布、

吸収、遊走、生着等の体内動態に関する試験を実施すること。試験を実施しない場合には、

その妥当性を示すこと。 
 
８．臨床試験（治験）  
臨床データパッケージ及び治験実施計画書は、対象疾患、目的とする効能及び効果、当該

治療法に期待される臨床上の位置づけ等に応じて、非臨床データ等も踏まえて適切に計画

されるべきである。 
 
（１）臨床試験における評価技術に関する基本的考え方 
	 臨床試験は試験に伴うリスクを最小限とし治療による利益を最大限に得られるように計

画されるべきである。特に目的とする細胞・組織の由来、対象疾患及び適用方法等を踏ま

えて適切な試験デザイン及びエンドポイントを設定して実施することが推奨される。 
	 評価項目に関しては、その最終目的に応じて主要評価項目（Primary endpoint）、副次的
評価項目（Secondary endpoint）を設定する必要がある。有効性評価項目としては自覚的
臨床評価スコア、活動性評価スコア、疼痛の Visual analogue scale (VAS)等が、また修復
組織の構造的改善の評価としてMRIや関節鏡、バイオプシーなどから得られる情報が含ま
れる。 
 
（２）対象疾患 
関節軟骨損傷を適応とするが、その際考慮するべき事項として、年齢、BMI、関節機能、
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疼痛、変形性関節症(程度、定義)、病変の受傷時期、部位、大きさ、深さ、数、先行治療、
共存する関節内病変（半月板損傷、前十字靭帯損傷等）並びに関節外病変（変形、アライ

メント異常等）が挙げられる。 
 

（３）臨床有効性評価 
臨床評価においては、関節の状態、疼痛と機能までの評価を含んだ評価方法を用いるこ

とが推奨されるが、修復組織の構造的改善の評価などの副次的評価項目とあわせて評価す

べきであろう。 
臨床評価法として、Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)は関節の状

態、痛み、機能、QOLを総合的に評価できるもので、また臨床評価スコアとして国際的に
評価の高いWestern Ontario and McMaster Universities Index (WOMAC)をそのまま一
部として含んでいることから、軟骨細胞治療の評価法として国際的に最も広く用いられて

いる。また、International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Knee 
Evaluation Form-2000も膝関節軟骨治療の臨床評価として国際的に使用されている。
KOOS, IKDCとも日本語版が作成され使用されている。 

 
（４）構造学的評価 
① 画像診断評価 
（単純Ｘ線） 
	 単純Ｘ線では再生軟骨の直接的な評価はできないが、再生軟骨周囲の骨組織の評価法と

して簡便かつ有用であり、経時的な評価に使用することが望ましい。 
（MRI） 
	 MRIは再生軟骨の臨床的画像診断法として、現在最も有用な評価法であり、再生軟骨や
周囲組織の構造的評価を主眼とした包括的MRI評価法と、修復軟骨の質的MRI評価法に
分けられる。 
包括的MRI評価法では、MOCART(magnetic resonance observation of cartilage repair 

tissue)など客観的な評価基準を用いて、多施設間で統一した評価を行うことが望ましい。
撮像法としては、fast spin-echo法を用いたプロトン密度強調像、脂肪抑制プロトン密度強
調像、及び三次元等方性ボクセル撮像等を基本として、再生軟骨の位置に合せた撮像断面

で評価を行う。 
再生軟骨の質的MRI評価法としては、プロテオグリカン濃度の評価に有用な delayed 

gadolinium-enhanced MRI of cartilage (dGEMRIC)、水分含有量やコラーゲン配列の評価
に有用な T2 mapping, 及びプロテオグリカン濃度や水分含有量の評価に有用な T1ρ 
mappingなどが挙げられる。しかし、これらの質的MRI評価法の再生軟骨における有用性
に関しては未だコンセンサスが得られておらず結果の解釈には注意を要する。 
したがってMRI評価にあたっては、包括的MRI評価を第一選択として行い、質的MRI
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評価はその補助的な評価として用いられるべきである。 
	 ② 関節鏡評価 
関節鏡は肉眼的評価に加え、硬さなど力学的特性の評価が可能であり、再生軟骨の有用な

評価法の一つである。 
関節鏡評価法として、International Cartilage Repair Society (ICRS) cartilage repair 

assessmentが広く用いられている。また肉眼的評価に加え、プロービングによる硬さの評
価を行う Oswestry macroscopic cartilage evaluation scoreも 、ICRS cartilage repair 
assessmentとともに有用な評価法として国際的に使用されている。 
	 ③ バイオプシー 
	 関節軟骨の再生評価として、術後一定期間後に再生医療施行部位からバイオプシーを施

行して評価することは、有効性の評価として有用である。 
	 バイオプシーは、通常関節鏡視下に修復再生された軟骨部分を確認しながら、16G程度
の骨生検針を用いて行われる。そのためサンプルの直径は小さいが深さ方向は十分なもの

が得られるため、軟骨下骨の評価も可能である。施行の際は、関節鏡視下でモニターしな

がら実施し、サンプリングバイアスが含まれないように留意する。ヒトでの結果として既

に報告のある OsScore、ICRS組織評価-I（Histological assessment of cartilage repair: a 
report by the histology endpoint committee of ICRS）および II（ICRS II histology score 
for the assessment of the quality of human cartilage repair）等も、評価法として考慮す
べきである。各種評価法による特徴を把握し、評価の定量化は軟骨組織の状態の比較に有

用である。サンプルの組織染色としては、通常サフラニン O染色やトルイジンブルー染色
等が軟骨のマトリックス評価に重要であり、I型コラーゲンや II型コラーゲン等の免疫組織
染色も硝子軟骨と線維軟骨の鑑別に重要である。組織学的評価により軟骨マトリックスの

構造上の修復再生状況が明らかになる。 
（以上） 
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同種 iPS（様）細胞加工製品を用いた関節軟骨再生に関する評価指標案 
 
 

１．はじめに  
ヒト由来の人工多能性幹細胞（iPS 細胞）又は人工多能性幹細胞様細胞（iPS 様細胞）の
うち、同種由来 iPS 細胞又は iPS 様細胞を加工した製品（以下｢ヒト（同種）iPS（様）細
胞加工製品｣という。）の品質及び安全性を確保するための基本的な技術要件は、「ヒト（同

種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について」（平成 24 年９月７日付
け薬食発 0907 第５号厚生労働省医薬食品局長通知）に定められているところである。 
本評価指標は、ヒト（同種）iPS（様）細胞加工製品のうち特に関節軟骨損傷の治療を目
的として適用される再生医療等製品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第２条第９項に規定する「再生医療等製品」
をいう。以下同じ。）について、上述の基本的な技術要件に加えて当該製品特有の留意すべ

き事項を示すものである。 
 
２ .  本評価指標の対象  
本評価指標は、ヒト（同種）iPS（様）細胞加工製品のうち特に関節軟骨損傷の治療を目
的として適用される再生医療等製品について、基本的な技術要件に加えて品質、有効性及

び安全性の評価にあたって留意すべき事項を示すものである。 
 
３．本評価指標の位置づけ  
本評価指標は、技術開発の著しいヒト（同種）iPS（様）細胞加工製品を対象とするもの
であることを勘案し、留意すべき事項を網羅的に示したものではなく、現時点で考えられ

る点について示している。よって、今後の更なる技術革新や知見の集積等を踏まえ改訂さ

れるものであり、申請内容に関して拘束力を有するものではない。 
製品の評価に当たっては、個別の製品の特性を十分理解した上で、科学的な合理性をもっ

て柔軟に対応することが必要である。 
なお、本評価指標の他、国内外のその他の関連ガイドラインを参考にすることも考慮すべ

きである。 
 
４．用語の定義  
本評価指標における用語の定義は、「ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び
安全性の確保について」（平成 24 年９月７日付け薬食発 0907 第５号厚生労働省医薬食品
局長通知）の定義による他、以下のとおりとする。 
（１）	軟骨組織：軟骨は、軟骨細胞外マトリックス中に軟骨細胞が散在する構造である。

軟骨細胞が軟骨細胞外マトリックスを作り、維持する。軟骨は組織であり、軟骨と
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軟骨組織は同義である。本指標では、軟骨細胞と区別するために、軟骨組織という

言葉を用いる。また、本評価指標では生体内の軟骨組織に相当する iPS（様）細胞
を加工して生体外で製造される組織も軟骨組織と呼ぶ。 

（２）	軟骨細胞外マトリックス：軟骨特異的なコラーゲン（II、IX, XI型コラーゲン）と
プロテオグリカンで構成され、組織に抗張力と抗圧縮力を付与している。軟骨組織

の力学的機能を担い、また軟骨細胞を維持する作用がある。軟骨組織を酵素で消化

するなどして軟骨マトリックスを除去した状態で軟骨細胞を培養すると、軟骨細胞

は軟骨細胞の性質を失い、線維芽細胞様細胞に変質する。 
（３）	軟骨周膜：発生過程において、軟骨組織の周囲を包む膜状の組織。軟骨細胞の分化

を制御する因子を産生する。 
（４）	軟骨細胞：体内にあって、軟骨組織中に散在し、軟骨細胞外マトリックスの成分で

あるコラーゲン（II、IX、XI 型等）やプロテオグリカン（アグリカンを主とする）
等を分泌する細胞を一般的には指すが、本評価指標では生体内の軟骨細胞に相当す

る iPS（様）細胞を加工して生体外で製造される細胞、およびその前駆細胞を含む。 
（５） 原材料：再生医療等製品の製造に使用する原料又は材料の由来となるものをいう。

（生物由来原料基準（平成 15 年厚生労働省告示第 210 号）の定義と同じ） 
（６） セル・バンク：均一な組成の内容物をそれぞれに含む相当数の容器を集めた状態で、

一定の条件下で保存しているものである。個々の容器には、単一の細胞プールか

ら分注された細胞が含まれている。（ICH-Q5D「生物薬品(バイオテクノロジー応
用医薬品／生物起源由来医薬品)製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析につい
て」（平成 12 年７月 14 日付け医薬審第 873 号厚生省医薬安全局審査管理課長通
知）の定義と同じ） 

（７） クロスコンタミネーション：サンプル間の混入のこと。交叉汚染とも呼ばれる。製
造に用いられる原料の間、中間体の間等での混入を意味する。例えば、あるセル・

バンクに由来する細胞に別のセル・バンクに由来する細胞が混入する場合や、ウ

イルス不活化後の原料に不活化前の原料が混ざってしまう場合等が挙げられる。 
（８） 細胞シート：細胞同士が直接、あるいは間接的に結合してシート状の形態を呈して

いるものをいう。 
 
５．評価に当たって留意すべき事項  
本評価指標は、当面、既に再生医療等製品の原材料として株化されているヒト（同種）iPS
（様）細胞（細胞株）を主たる原材料として製造所に受け入れ、これを製造所において加

工して製造されたヒト（同種）iPS（様）細胞加工製品としての軟骨組織又は軟骨細胞に適
用することを想定している。再生医療等製品の製造所内でヒト（同種）iPS（様）細胞を体
細胞から新たに樹立し、これを原材料とした再生医療等製品の製造を意図するような場合

には、本評価指標を参照しつつ、「ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安
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全性の確保について」（平成 24 年９月７日付け薬食発 0907 第５号厚生労働省医薬食品局
長通知）等を参考とすること。 
（１）原料 

原料となる iPS（様）細胞は、再生医療等製品の原材料として株化され、セル・バンク
化されたヒト（同種）iPS（様）細胞であって、一定の製造工程を経ることにより軟骨細
胞へ分化し、軟骨組織を作ることが確認されている、又は合理的に予測されるものであ

る必要がある。また、ゲノムシークエンスにより、軟骨組織又は軟骨細胞の機能に関わ

る遺伝子変異を持たないことを確認しておくことが望ましい。軟骨組織又は軟骨細胞の

機能に影響する可能性のある遺伝子としては、軟骨細胞外マトリックスタンパク質をコ

ードする遺伝子（COL2A1、COL9A1、COL9A2、COL9A3、COL11A1、 COL11A2、
ACAN、HAPLN1、COMP、MATN3）、変形性関節症と相関がある遺伝子（６．参考資
料の文献１）（GDF5）、軟骨形成異常症の原因遺伝子（６．参考資料の文献２に記載の
疾患のうち、軟骨組織に異常を来す疾患の原因遺伝子）等が挙げられる。 
ヒト体細胞への初期化遺伝子導入による遺伝子リプログラミングにより iPS （様）細
胞を樹立した場合には、導入された遺伝子の残存が否定されていることが望ましい。残

存が否定できない場合には、導入遺伝子が最終製品である軟骨組織又は軟骨細胞の品質

及び安全性に悪影響を与えないことを確認する必要がある。 
 

（２）製造工程において特に注意が必要な事項 
軟骨組織又は軟骨細胞（最終製品）の製造に当たっては、製造方法を明確にし、可能

な範囲でその妥当性を以下の項目で検証し、一定の品質を保持すること。 
①ロット構成の有無とロットの規定 
最終製品及び中間製品がロットを構成するか否かを明らかにすること。ロットを構成

する場合には、ロットの内容について規定しておくこと。 
②製造方法 
原材料となる iPS（様）細胞株の製造所への受入から、原料となるヒト iPS（様）細胞、
分化段階の進んだ細胞を経て最終製品に至る製造方法の概要を示すとともに、具体的な

処理内容及び必要な工程管理、品質管理の内容を明らかにすること。 
a）受入検査 
原材料となる iPS（様）細胞株について、製造所への受入れのための試験検査の項
目（例えば、目視検査、顕微鏡検査、生存率、細胞の特性解析、細菌、真菌、ウイル

ス等の混入の否定等）と各項目の判定基準を設定すること。表現型、遺伝形質、特有

の機能等の特性、細胞生存率及び品質に影響を及ぼさない範囲で、必要かつ可能な場

合は、細菌、真菌、ウイルス等の検査を行うこと。結果が陽性の場合には、iPS（様）
細胞株のストック及びその輸送における汚染の有無を確認した上で、改めて iPS（様）
細胞株を入手する。 
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なお、技術的な理由により、工程を一部進めた上で検査を行うことが適切な場合に

あっては、受入れ後の適切な時点で検査を実施すること。例えば、凍結ヒト（同種）

iPS（様）細胞株を原材料製造時の試験検査結果（Certificate of Analysis）を基に受
入れた後、解凍して拡大培養を実施する際に追加の検査を行うことが挙げられる。治

験を開始する前段階の場合は、それまでに得られた試験検体での実測値を提示し、こ

れらを踏まえた暫定値を示すこと。 
b）最終製品の構成要素となる細胞の作製 
製造所に受入れた iPS（様）細胞株から最終製品の構成要素となる細胞を作製する
方法（分化誘導方法、目的とする細胞の分離・培養の方法、培養の各段階での培地、

培養条件、培養期間、収率等）を明確にし、可能な範囲でその妥当性を明らかにする

こと。 
c）細胞のバンク化 
製造所に受入れた iPS（様）細胞株からセル・バンクを樹立する等、軟骨組織又は
軟骨細胞（最終製品）の製造のいずれかの過程で、細胞をバンク化する場合には、そ

の理由、セル・バンクの作製方法及びセル・バンクの特性解析、保存・維持・管理方

法・更新方法その他の各作業工程及び試験に関する手順等について詳細を明らかにし、

その妥当性を示すこと。ICH-Q5D 等を参考とすること。ただし、より上流の過程で
評価されていることに起因する正当な理由により検討事項の一部を省略することは

差し支えない。 
d）製造工程中の取り違え及びクロスコンタミネーション防止対策 

iPS（様）細胞由来の軟骨組織又は軟骨細胞（最終製品）の製造に当たっては、製造
工程中の取違え及びクロスコンタミネーションの防止が重要であり、工程管理におけ

る防止対策を明らかにすること。 
（３）製品の品質管理 

品質規格の値の設定について、治験を開始する前段階の場合にあっては、それまでに

得られた試験検体での実測値を提示し、これらを踏まえた暫定値を示すこと。 
なお、出荷製品そのもの又はその一部に対して規格試験の実施が技術的に困難である

場合にあっては、妥当性を示した上で並行して製造した製品を用いて規格試験を実施す

ること。 
iPS（様）細胞から作られる軟骨組織の移植方法を明らかにすること。移植方法には、
例えば関節軟骨の欠損部にこの軟骨組織をそのまま必要数だけ充填し、フィブリン糊等

で固定することが考えられる。あるいは、製造した軟骨組織をさらに加工する（例えば、

複数の軟骨組織を融合させる、あるいは複数の軟骨組織をゲルで固めて板状にする）工

程を経た後に、移植することが考えられる。 
また、軟骨組織を消化酵素等で消化して軟骨細胞を単離し、単離細胞そのもの、又は

更に細胞を加工して移植物とすることも可能である。しかし、軟骨細胞外マトリックス
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を除去して得られた軟骨細胞は、変質して軟骨細胞の性質を失うことに留意が必要であ

る。 
ここでは、軟骨組織の品質規格と、単離軟骨細胞を加工して作られた細胞シートの品

質規格を扱う。 
① 軟骨組織としての品質規格設定のための特性解析項目 

a）外観の確認 
多くの場合、表面が乳白色～白色である。色素を含む培養液中に存在する場合は、

培養液色素の色を帯びる。iPS（様）細胞から製造される軟骨組織は、培養中に軟骨組
織同士が融合することがある。大きさ・形状に関する規格を設定することが望ましい。 
b）細胞数並びに生存率 
軟骨組織から軟骨細胞を効率よく回収する方法が確立されておらず、細胞数や生存

率を測定し規格とすることは技術的に困難である。従って、軟骨組織に含まれる細胞

の細胞数と生存率を裏付ける代替指標を用いてよい。ただし、その指標の妥当性につ

いて明らかにすること。 
c）軟骨組織としての特異性の確認 

mRNA発現解析において、軟骨細胞マーカー遺伝子（COL2A1、COL9A1、COL9A2、 
COL9A3、COL11A1、COL11A2、ACAN、HAPLN1等）の相対的発現量を明らかに
すること。タンパク質レベルでの発現定量は、軟骨組織から可溶性のマトリックスを

抽出する方法が確立していないため難しい。 
グリコサミノグリカンの定量を行い、軟骨組織としての特性の指標とすることが出

来る。 
また必要に応じて、組織切片のサフラニンO染色及び II型コラーゲン免疫染色にて、

細胞外マトリックスがよく染色されることを確認すること。組織切片の SOX9 免疫染
色により、軟骨細胞を同定することができ、その数を数えることで、軟骨細胞への分

化効率を調べることが出来る。 
軟骨組織の表層を覆う軟骨周膜様組織は、I型コラーゲンを発現している。 

d）未分化細胞が混在していないことの確認 
未分化細胞の混在については、文献では、定量 PCR によるマーカー遺伝子の定量

（OCT3/4、NANOG 等の遺伝子発現量の評価）等が報告されている（６．参考資料の
文献３）。 
なお、未分化の iPS（様）細胞の混在と造腫瘍性については、必ずしも一致しない

ものであり、造腫瘍性試験に関しては非臨床試験の項目を参照すること。 
e）機能評価 
治療用途に整合性のある軟骨組織としての機能特性を有することを製造工程中又は

最終製品で確認する。例えば、最終製品の軟骨組織が、生体軟骨組織と類似した組成

を持つことを期待されている場合には、軟骨マトリックス遺伝子の発現量を測定した
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り、組織学的解析（サフラニン O 染色や、II 型コラーゲンの免疫染色）を行う事によ
り、製品の体内における効能を投与前に予測または評価することが可能かもしれない。

また、例えば、最終製品の軟骨組織が、生体軟骨組織と類似した力学的特性を持つこ

とを期待されている場合には、粘弾性特性等の力学的特性を測定することにより、製

品の体内における効能を投与前に予測または評価することが可能かもしれない。しか

し、軟骨組織の力学的機能に重要な力学的特性は明らかにされているわけではない。 
②軟骨細胞シートとしての品質規格設定のための特性解析項目 
軟骨細胞シートとしての特性を解析する場合は、以下のように形状確認、機能特性に

ついて評価を行い、シート作製方法としての製造工程の妥当性についても明らかにし

ておくこと。 
a） 形状確認として、例えばシートの組織切片の作製や共焦点顕微鏡での３次元観察

等により、細胞がシートを形成していることを確認する。 
b） 細胞数を測定する方法としては、最終製品の一部を酵素処理して細胞懸濁液とし、

血球計算盤やセルカウンターで測定する方法がある。細胞生存率を測定する方法とし

て、トリパンブルーを用いた色素排除法があり、生細胞及び死細胞を計数することが

できる。足場材料等に細胞を播種し、三次元培養した製品では、使用している足場材

料等をタンパク質分解酵素等で消化して細胞懸濁液を得て、それを細胞数及び細胞生

存率の測定に用いることが考えられる。 
c） 未分化細胞が混在していないことの確認 
未分化細胞の混在については、定量 PCR によるマーカー遺伝子の定量（OCT3/4、 

NANOG 等の遺伝子発現量の評価）、細胞シートから細胞を単離して未分化マーカー
の免疫染色(OCT3/4、SOX2、TRA-1-60)によるフローサイトメトリーによる解析、
等が考えられる。 
なお、未分化の iPS（様）細胞の混在と造腫瘍性については、必ずしも一致しない
ものであり、造腫瘍性試験に関しては非臨床試験の項目を参照すること。 

d）機能評価 
細胞シートの作用機序は、細胞シートから産生される成長因子等が、損傷したホス

トの軟骨組織の再生を促すことだと考えられる。よって、有効と考えられる成長因子

のタンパク質量や mRNA 発現量を測定することにより、体内における効能を投与前
に予測または評価することが可能かもしれない。ただし、成長因子等を指標とする場

合は、患者における有効性との相関性を予め明らかにすることが望ましい。 
 

（４）製品の安定性試験	

	 最終製品又は重要なそれらの中間製品について、保存・流通期間及び保存形態を十分

考慮して、細胞の生存率及び効能を裏付ける代替指標等を指標に実保存条件での安定性

試験を実施し、貯法及び有効期限を設定し、その妥当性を明らかにすること。特に凍結
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保管及び解凍を行う場合には、凍結及び解凍操作により製品の解凍後の培養可能期間や

品質への影響がないかを確認すること。また、必要に応じて標準的な製造期間を超える

場合や標準的な保存期間を超える長期保存についても検討し、安定性の限界を可能な範

囲で確認すること。ただし、製品化後直ちに使用するような場合はこの限りではない。	

	

（５）非細胞材料及び最終製品の生体適合性	

	 製品に関係する非細胞材料については、細胞とともに最終製品の一部を構成するもの

だけでなく、製造工程中で細胞と接触するもの及び適用時に使用されるもの（局所封入

用の膜、フィブリン糊等）に関しても、材料自体の品質・安全性に関する知見について

明らかにするとともに、生体適合性等、患者及び製品中の細胞との相互作用に関する知

見について明らかにすること。また、最終製品総体についても患者の細胞組織、特に適

用部位周辺組織との相互作用について評価すること。また、最終製品の一部を構成する

非細胞材料の、製造工程中（培地中）及び体内での分解特性、体内での再吸収特性、分

解物の安全性に関して適切な情報を提供すること。特に、生体吸収性材料を用いる場合

には、分解生成物に関して必要な試験を実施すること。非細胞材料の生体適合性につい

ては、ISO10993-1、JIS	T	0993-1	又は ASTM	F748-04	 、医療機器の製造販売承認申請
等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方について（平成 24 年 3 月 1 日付け薬食
機発 0301第 20号）等を参考にすること。	

 
（６）非臨床試験 
①最終製品の品質管理又は非臨床安全性評価のための造腫瘍性試験 

iPS（様）細胞を加工して製造される再生医療等製品の造腫瘍性を評価する上では、「原
料となる iPS（様）細胞の造腫瘍性と最終製品の造腫瘍性との相関・因果関係は未解明
である」という点に注意が必要である。すなわち、臨床適用に際しては、原料となる iPS
（様）細胞ではなくあくまで最終製品としての iPS（様）細胞加工製品の造腫瘍性評価
が最も重要であることを常に留意しなければならない。したがって、造腫瘍性試験につ

いては最終製品を用い、免疫不全動物を利用した検出限界が既知の試験系を用いて造腫

瘍性の評価を行うことが有用である。 
最終製品の造腫瘍性の評価には目的別に大きく 2 種類ある。「品質管理」のための造腫
瘍性試験（主に奇形腫形成が想定される未分化細胞、目的細胞以外の細胞などの造腫瘍

性細胞の存在量の確認）及び「非臨床安全性評価」のための造腫瘍性試験（最終製品の

細胞がヒトでの投与部位に相当する微小環境で造腫瘍性を示すかどうかの確認）であり、

これらは区別して評価することが重要である。前者の例としては観察の簡便性と高感度

な特性から、免疫不全動物（例：SCID マウス、NOD/SCID/γCnull (NOG)マウス、
NOD/SCID/IL2rγKO (NSG) マウス、Rag2-γC double-knockout (DKO) マウス）への
皮下投与試験が挙げられ（６．参考資料の文献３）、後者の例としては免疫不全動物
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（rnu/rnu (Nude)ラット等）の関節内投与が挙げられる（６．参考資料の文献３）。いず
れの試験も、iPS（様）細胞のセル・バンクを樹立する場合には、原則として当該セル・
バンクから製造された最終製品を用いて造腫瘍性試験を行う必要がある。当該セル・バ

ンク以外から製造された最終製品を用いた造腫瘍性試験結果を用いる場合には、その妥

当性を説明すること。最終製品の造腫瘍性に関する品質評価では、免疫不全動物への皮

下投与試験以外に、最終製品中に残存する未分化細胞の量を in vitro で確認することも
有用である。In vitro の評価法としては、例えば未分化細胞マーカー分子を指標にした
定量 RT-PCR（例：OCT3/4）が挙げられ（６．参考資料の文献３）、いずれにしても試
験系の検出限界を確認しておくことが結果の解釈において重要である。 
関節内（臨床投与経路）移植については、小動物では手術侵襲が大きく、手術手技に

より結果判定が困難となる可能性があることに留意する。この際の投与細胞数としては、

想定される臨床使用量に種差と個体差の安全係数を掛けた量であることが望ましいが、

動物に投与した際に、投与細胞の総容量自体が投与部位の微小環境に大きな影響を与え、

アーチファクトとなってしまう可能性を十分考慮する必要がある。すなわち、関節内移

植による造腫瘍性試験の目的は、最終製品の細胞がヒトでの投与部位に相当する微小環

境で造腫瘍性を示すかどうかの確認にあることに留意しながら投与細胞数を設定するこ

とが重要である。 
HLA タイピング等の後に同じ方法で樹立され、最終製品の原料として同等の品質特性
を持つことが確認された複数の iPS（様）細胞セル・バンクから、同一の製造方法によ
り同等の品質特性を持つ軟骨組織または軟骨細胞（最終製品）を製造する場合であって

も、原則的には各セル・バンクから製造された最終製品について、ヒトでの投与部位に

相当する微小環境で造腫瘍性を示すかどうかを評価する必要がある。免疫不全動物の関

節内への移植による最終製品の造腫瘍性試験は、その代表的な方法として挙げられる。 
② 最終製品の効力又は性能を裏付ける試験 
技術的に可能かつ科学的に合理性のある範囲で、対象疾患に対し適切なモデル動物等

を用いて、最終製品の機能発現、作用持続性、ヒト（同種）iPS（様）細胞加工製品とし
て期待される臨床効果の実現可能性（Proof-of-Concept, POC）を示すこと。モデル動物
としては、ラット、ウサギ、ミニブタの関節軟骨に欠損を作製したものが挙げられる。

一方、骨髄間葉系細胞による修復を除外するため、及び異種移植における骨髄細胞によ

る拒絶反応の影響を抑えるために、軟骨内欠損をモデルとして使用することが望ましい

場合は、軟骨が厚い幼若飼育ブタなどを使うことも一つの方法である。但し、モデルに

は性成熟に達した動物を用いるべきであり、さらに幼若飼育ブタは急激な体重増加があ

って軟骨損傷を合併しやすいことに留意する必要がある。ウサギやミニブタのモデル動

物にヒト iPS（様）細胞由来軟骨組織を移植する場合は異種移植となり、免疫抑制剤を
投与する必要があるが、免疫抑制の効果期間は限られており、短期の観察に限られるこ

とに留意する。HLA タイピング等の後に同じ方法で樹立され、最終製品の原料として
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同等の品質特性を持つことが確認された複数の iPS（様）細胞セル・バンクから同等の
品質特性を持つ軟骨組織又は軟骨細胞（最終製品）を製造する場合には、代表的な株か

ら製造された最終製品について、POC を示すことで良い。 
③その他 
移植時の手技的な安全性の確認、その手技を用いての移植後の局所における短期間で

の反応等、臨床応用において必要かつ科学的に妥当と考えられる項目については、目的

に応じて例えば中型又は大型動物を利用することにより確認を行うことが望ましい。 
 

（７）臨床試験（治験） 
本指標が対象とする、ヒト（同種）iPS（様）細胞加工製品としての軟骨組織又は軟骨
細胞の移植は、HLAをミスマッチ又は主要座をマッチ、そして免疫抑制剤を投与下又は
非投与下、のいずれの状況で行われるのかを明らかにすることが重要である。臨床デー

タパッケージ及び治験実施計画書は、対象疾患、目的とする効能及び効果、当該治療法

に期待される臨床上の位置づけ等に応じて、非臨床データ等も踏まえて適切に計画され

るべきである。	

臨床試験は試験に伴うリスクを最小限とし治療による利益を最大限に得られるように

計画されるべきである。特に目的とする細胞・組織の由来、対象疾患及び適用方法等を

踏まえて適切な試験デザイン及びエンドポイントを設定して実施することが推奨される。	

評価項目に関しては、その最終目的に応じて主要評価項目（Primary endpoint）、副次
的評価項目（Secondary endpoint）を設定する必要がある。	
① 対象疾患 
関節軟骨損傷を適応とするが、その際考慮するべき事項として、年齢、BMI、関節機

能、疼痛、変形性関節症(程度、定義)、病変の受傷時期、部位、大きさ、深さ、数、先行
治療、共存する関節内病変（半月板損傷、前十字靭帯損傷等）並びに関節外病変（変形、

アライメント異常等）が挙げられる。 
②臨床有効性評価 

	 	 	 臨床評価においては、関節の状態、疼痛と機能までの評価を含んだ評価方法を用い

ることが推奨されるが、修復組織の構造的改善の評価などの副次的評価項目とあわせて

評価すべきであろう。 
臨床評価法として、Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)は関節の

状態、痛み、機能、QOLを総合的に評価できるもので、また臨床評価スコアとして国際
的に評価の高いWestern Ontario and McMaster Universities Index (WOMAC)をその
まま一部として含んでいることから、軟骨細胞治療の評価法として国際的に最も広く用

いられている。また、International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective 
Knee Evaluation Form-2000も膝関節軟骨治療の臨床評価として国際的に使用されてい
る。KOOS, IKDCとも日本語版が作成され使用されている。 
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③構造学的評価 
a）画像診断評価 
（単純Ｘ線） 
	 単純Ｘ線では再生軟骨の直接的な評価はできないが、再生軟骨周囲の骨組織の評価法

として簡便かつ有用であり、経時的な評価に使用することが望ましい。 
（MRI） 

MRIは再生軟骨の臨床的画像診断法として、現在最も有用な評価法であり、再生軟骨
や周囲組織の構造的評価を主眼とした包括的MRI評価法と、修復軟骨の質的MRI評価
法に分けられる。 
包括的MRI評価法では、MOCART(magnetic resonance observation of cartilage 

repair tissue)など客観的な評価基準を用いて、多施設間で統一した評価を行うことが望
ましい。撮像法としては、fast spin-echo法を用いたプロトン密度強調像、脂肪抑制プロ
トン密度強調像、及び三次元等方性ボクセル撮像等を基本として、再生軟骨の位置に合

せた撮像断面で評価を行う。 
再生軟骨の質的MRI評価法としては、プロテオグリカン濃度の評価に有用な delayed 

gadolinium-enhanced MRI of cartilage (dGEMRIC)、水分含有量やコラーゲン配列の評
価に有用な T2 mapping, 及びプロテオグリカン濃度や水分含有量の評価に有用な T1ρ 
mappingなどが挙げられる。しかし、これらの質的MRI評価法の再生軟骨における有
用性に関しては未だコンセンサスが得られておらず結果の解釈には注意を要する。 
したがってMRI評価にあたっては、包括的MRI評価を第一選択として行い、質的MRI
評価はその補助的な評価として用いられるべきである。 
	 b）関節鏡評価 
関節鏡は肉眼的評価に加え、硬さなど力学的特性の評価が可能であり、再生軟骨の有

用な評価法の一つである。 
関節鏡評価法として、International Cartilage Repair Society (ICRS) cartilage repair 

assessmentが広く用いられている。また肉眼的評価に加え、プロービングによる硬さの
評価を行う Oswestry macroscopic cartilage evaluation scoreも 、ICRS cartilage 
repair assessmentとともに有用な評価法として国際的に使用されている。 
	 c）バイオプシー 
関節軟骨の再生評価として、術後一定期間後に再生医療施行部位からバイオプシーを

施行して評価することは、有効性の評価として有用である。 
バイオプシーは、通常関節鏡視下に修復再生された軟骨部分を確認しながら、16G程
度の骨生検針を用いて行われる。そのためサンプルの直径は小さいが深さ方向は十分な

ものが得られるため、軟骨下骨の評価も可能である。施行の際は、関節鏡視下でモニタ

ーしながら実施し、サンプリングバイアスが含まれないように留意する。ヒトでの結果

として既に報告のある OsScore、ICRS組織評価-I（Histological assessment of cartilage 
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repair: a report by the histology endpoint committee of ICRS）および II（ICRS II 
histology score for the assessment of the quality of human cartilage repair）等（６．
参考資料の文献４）も、評価法として考慮すべきである。各種評価法による特徴を把握

し、評価の定量化は軟骨組織の状態の比較に有用である。サンプルの組織染色としては、

通常サフラニンO染色やトルイジンブルー染色等が軟骨のマトリックス評価に重要であ
り、I型コラーゲンや II型コラーゲン等の免疫組織染色も硝子軟骨と線維軟骨の鑑別に
重要である。組織学的評価により軟骨マトリックスの構造上の修復再生状況が明らかに

なる。 
④全身モニタリング項目 
移植後に関節以外に腫瘍が発見された場合には、それが移植細胞に由来するものかど

うか判断するために、術前に必要と思われる既往歴の聴取を含む悪性腫瘍の全身的なス

クリーニングを行っておくことが望ましい。移植手術後、妥当と考えられる期間を設定

し、腫瘍発生等に注意する。 
⑤免疫抑制剤を投与しない場合に必要な評価項目	

下記方法にて移植部位の状態を随時観察すること。 
a）解剖学的評価のために、視診、触診上の関節の炎症反応の確認に加え、画像診断（エ
コー、単純レントゲン、CT、MRI 等）を継時的に行う。移植部分だけでなく関節全
体の炎症等に着目する。 

b）関節機能検査のために臨床検査、筋力検査等を行う。術後回復傾向にあったものが
低下した場合等は、移植組織または細胞の脱落等による関節の機能障害の発生等の可

能性も含めて、特に注意を払う。 
c）炎症反応のモニターのため、定期的な採血を行う。 
⑥免疫抑制剤を投与する場合に必要な評価項目 
免疫抑制剤を全身投与する場合は、全身合併症のスクリーニング及び定期的な採血を

行う。 
 

６．参考資料  
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1. 軟骨再生医療等製品の臨床試験に関して～過去の審査事例より  
 
大阪大学医学部附属病院未来医療開発部 
岡田	 潔 
 
軟骨再生医療等製品の評価基準を考察する際に、過去の審査事例があれば、その際の評

価、議論等を参考にすることで、評価基準の有用性を高めることになると考えられる。日

本では、関節軟骨に関する再生医療等製品に該当するものは、平成 24年に承認された株式
会社ジャパンティッシュエンジニアリング社が製造販売するジャックがある。承認された

当時は薬事法の改正前であったため、医療機器としての区分であったが、改正薬事法施行

後現在では再生医療等製品に該当するものと考えられる。よって、本製品に関して、公表

されている審議結果報告書（平成 24 年 6 月 22 日医薬食品局審査管理課医療機器審査管理
室）に基づき、臨床試験の内容と評価に関して考察することとした。 
本製品は、患者自身の軟骨組織から分離した軟骨細胞をアテロコラーゲンゲル中で三次

元培養し、「自家培養軟骨細胞－コラーゲンゲル複合体」として製品化されたものであり、

製品中の培養軟骨細胞が産生する軟骨基質により形成される軟骨様組織によって、欠損部

位を補綴・修復することで、疼痛や関節機能を改善することを目的としている。実際には、

膝関節の軟骨全層欠損部位に植込まれ、脛骨近位前内側面等から採取した骨膜を、本品を

覆うように縫着、固定し、創を閉鎖して使用されることになる。本製品に関する臨床試験

は、他施設共同非盲検非対照試験で実施され、被験者 32例でその内訳は、20例：外傷性軟
骨欠損症、6例：離断性骨軟骨炎（うち肘	 2例）、6例：変形性膝関節症となっている。有
効性判定基準としては、主要評価項目として、「膝（肘）機能評価改善度判定基準」と「関

節鏡評価判定基準」のマトリックス指標を用い、副次的評価項目として、Lysholm Knee 
Score、関節鏡評価、MRIによる画像評価等を用いている。この臨床試験については、既存
の治療法の適応となる患者を含む対象を設定しているが、既存の治療法との有効性の比較

ができないためピボタル試験として位置づけることは困難であったこと、対症症例として

肘関節の結果を膝関節と併合して評価は困難であったことや変形性膝関節症の病態、標準

的治療の治療目的が、外傷性軟骨欠損症・離断性骨軟骨炎とは異なり同様の評価は困難で

あったこと、腫瘍評価項目が Lysholm Knee Scoreを簡略化したものであるが、簡略化の科
学的妥当性や、各評価項目のスコアと臨床的意義との関連性について十分な検討がなされ

ていないため、有効性の主要評価項目としては妥当とは言えなかったこと、また副次評価

項目のMRIの撮像条件が臨床試験計画時に事前に十分に検討されておらず、症例毎に異な
っており、一定した軟骨評価は困難であったことなどから、臨床試験成績から適切に有効

性を評価することが難しいと判断されるに至った。本来であれば、適切な臨床試験を再度

実施することが適当と考えられる状態であったが、本品の適用対象となる疾患の中に、既

存療法による十分な治療効果が期待できず、また想定される患者数も非常に少ないために



臨床試験の実施が困難な対象も含まれている等の理由から、本臨床試験により得られた 33
例の治療成績を最大限に活用し、これら希少かつ既存療法に限界のある患者に対する新し

い治療選択肢としての本品の可能性を検討するため、既存療法による効果的な治療が困難

と考えられる比較的軟骨欠損面積の大きい外傷性軟骨欠損症及び離断性骨軟骨炎とし、評

価・検討が行われた。 
外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟骨炎の 24例について、個別被験者毎に有効性評価を行っ

た結果として、まず臨床症状（Lysholm Knee Scoreの合計ポイント）が、本品の移植 12
カ月後に評価が可能であった 23例全例において上昇していたこと、特に、「疼痛」、「跛行」
及び「膝の不安定性」とそれに関連した臨床症状の項目にランクの改善が多く認めること

ができた。この臨床症状の改善に関しては、通常の医療行為として行われるリハビリテー

ションによる筋力及び支持組織の補強が運動機能に与える効果が寄与している可能性は否

定できないとはされているが、一定の有効性の推定は可能という判断がなされた。また、

MRI の画像所見で、移植の前後で軟骨欠損部の高さや炎症所見の軽快傾向が認められたこ
と、関節鏡評価で、骨膜パッチ上からの評価ではあるものの、軟骨欠損部の修復傾向が認

められたことも有効性の一定の証左として挙げられている。以上の検討結果を踏まえて、

有効性については、他に治療法のない患者に対して新たな治療機会を提供する観点から、

標準的な外科的治療法がない軟骨欠損面積が 4cm2 以上の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨
軟骨炎に限って本品の臨床的意義はあると判断されている。ただ、検討の結果、MRI 画像
による評価の限界はあるものの、本品移植 12カ月後において、本品が正常軟骨様組織に置
き換わる画像や硝子軟骨の特徴を示す所見は得られていないと評価されている。この点に

ついては、米国で 1997年に承認された Carticel®では、組織切片や関節鏡による評価、欧
州で 2009年に承認された ChondroCelectTMでは、生検による組織形態評価がなされ、硝
子軟骨様の像が確認されていることから、「軟骨欠損の修復」に関する適応が認められてい

ることを考えると、やむを得ない結論といえる。また、安全性評価に関しては、臨床試験

で報告された不具合は、適用部位疼痛（重篤）3例 3件、移植片離層（重篤）2例 2件、関
節可動域低下（重篤）2 例 2 件、処置後腫脹（重篤）2 例 2 件、腕の発赤腫脹（非重篤）2
例 2件、移植片肥大（重篤）1例 1件、適用部位熱感（非重篤）1例 1件とされている。ま
た、その他に重要であると考える不具合としては、移植片骨化、移植後関節液貯留、軟骨

組織採取及び移植時の感染症が挙げられている。以上の結果から、移植 12か月後までの本
製品の安全性は任用可能と判断されるに至った。ただし、長期安全性のデータは限られて

いることから、今後さらなる情報収集は必要と判断されている。 
上記を踏まえて、本製品の使用目的、効能又は効果については、膝関節における外傷性

軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎（変形性膝関節症を除く）の臨床症状の緩和、ただし、他

に治療法がなく、かつ軟骨欠損面積が 4cm2以上の軟骨欠損部位に適用する場合に限るとさ
れ、承認条件として、1. 本品の有効性及び安全性を十分に理解し、膝関節の外傷性軟骨欠
損症及び離断性骨軟骨炎の治療に対する十分な知識・経験を有する医師及び施設において、



適切な症例を選択して用いられるように必要な措置を講じること、2. 製造販売後の一定期
間は、本品の使用症例の全例を対象に使用成績調査を実施し、本品の有効性及び安全性に

関するデータを収集し、必要により適切な措置を講じることが付されることとなった。以

上の審議結果報告を踏まえると、今後の軟骨再生医療等製品の臨床試験を検討する際には、

承認される際の評価や、承認条件等も考慮して、製品の臨床的位置づけを明確に説明でき

る試験デザインを事前に検討する必要があると考えられた。 
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–  űĔǸ½r�ŔǻbUǩȊǵǞǸǞ�

•  GĦř±ǷǪǵǖÀXċÉ�»ŵƜƘȒ¼ȀǶǺŵ¾łv�ǹǡǞǵűĔǸ½r�ŔǻbUǩȊǵǞǸǞ�

•  ċÉƘƙȒ¼�ȀǶÀXǺo+�ǹǳǞǵǻ�tNĬǗ�
•  ǪǢǪǖŉ�xŔǷǩȊǯü�ǻ{®�ǶǝȈǖo+�ǺȣȽȞǣžȇȊǵǞȉǨǷȌĦ�Ǭȉ
Ƿǖ�ǩȇǹ�bȌKƁǬȉ�ľǣǝȉǗ� 9	

ċÉ�ƙ��ŽǺo+�ǹǳǞǵǻǖćŌǣLȊǯü�
ǺȁǺ�ġǶǝȈǖÀXċÉ�Ǻŵ¾
�Ǻŉ�ǻ[ƃ�

țȴȡȕǺĴ�Ŋƍǹ�ȉwÇěÄȾ½=�ȿ�

# ½=�ǹǳǞǵǻǖ�ǹ×þÙǺǸǞ�ħǹxǪǵ³ǯǸ×þÏ�Ȍ
¨�ǬȉłãǢȇǖÎßĀǸfĊĀ×þÙǣǸǞŠƎÐªƅčǣƛƸǂƙ

��Ǻf%�ŠƎÐªüHǻƂ²�ƎŠƎâǹžǲǵÀXǺĴ�Ā

�ĥǻǝȉǗ�

#  ǘǺĺƍħǹǡǧȉÀXǺ½=�ǹǳǞǵǖĴ�ĀłãǢȇ 6ǹ
ŉ�ǪǯěÄǖÀXǺu�ǺČ�ǻ�¸ćǸů2ǣǝȉȄǺǺǖċÉ

�ƘƙȒ¼¹ãǹǡǞǵǻf%�ŠƎÐªüHǻƂ²�ƎŠƎâǺĴ

�üëǣYǬȉ&RǻŌȃȇȊǯǗ�

# ÎßĀǹMǧ*ȊȇȊǵǞȉfĊĀ×þÙǺŬ�ǷǸȉ�ħǹxǪǵ
ÀXȌŬðǬȉǯȃǺȑȩȣȻȜǻì¹ãǶǻ�ȇȊǵǡȇǭǖ�ǹ×

þÙǺŭ¢ĩǣǝȉ�ħǹÀXȌŬðǬǿǤǶǻǸǞǗ�

10	

țȴȡȕĴ�Ŋƍǹ�ȉwÇěÄȾo+�ȿ�

# o+�ǹǳǞǵǻǖîéòÂļXǷǪǵ�ÅüȷȜȕđǻǝȉȄǺǺǖ{ǸǦ
ǷȄċÉ�ƘƙȒ¼ȀǶǻÀXǺo+�ǹǳǞǵ�tNĬǶǝȉǗ�

# ÀXȌļŦŕdǬȉǹǝǯǲǵǻǖÀXǻ¯�fĊƉ_ǹǡǞǵÀŮ4Ǻ
ĘīȼęĢ;�ļXǶǝȉǨǷǖì¹ãǹǡǞǵ½=�ȌĈǬ�bǣžȇȊ

ǵǞȉǨǷǖȀǯǖÀXǹźǬȉ½=�Iǽo+�ǹźǬȉąŀǺKƁǻǖ

ÀXǺŬÓ�ðǹřǬȉǰǧǶǸǦǖ�ǺQ2ŲǺļXŸÿđǹŘűǢ

ǳ½ðǷǸȉǷĦǠȇȊȉǨǷȌŞȀǠǖ��Ǻx�ǣ�ľǷĦǠȉǗ�

# �ðǬȉ@�Iǽ@þÏźǺžp�
# �ħHǻǮǺsµǾǺA2Ǹō¸ȼ�b¨��
# ļŦŕd�Ǻ�p¾Źǖ+ü�ȌxŔǷǪǯ�ð�ġŎÇǺq´�
# ÀXǺXŚê�ǹźǬȉŋĘǸȣȽȞIǽĊnĀąŀǺ�bǺĜĝĀ
ǸKƁ�

11	

țȴȡȕǺ ŌÁ��

Ǜ�ðāĀǖ=ĬHǻ=Äǜ�

�Ǖĳźēǹǡǧȉf%�ŠƎÐªüHǻƂ²�ƎŠƎâȾe��ĳźēü

ȌƀǦȿǺĴ�üëǺğWǗǯǰǪǖ�ǹ×þÙǣǸǦǖǢǳŠƎÐªƅč

ǣƛƸǂƙ��ǺŠƎÐªů�ǹŬðǬȉcPǹžȉǗ�

Ǜ ŌÁ�ǜ�

ƘƕƐÀXǺ½=�Iǽo+�ȌA2ǹíŃǪǖĳźēǺf%�ŠƎÐªüI

ǽƂ²�ƎŠƎâǺ×þǹxǬȉA2ǸąŒȼĚƍȌ½Ǭȉ@�Iǽ´

ŇǹǡǞǵǖŬ3Ǹü�Ȍŭ¢ǪǵðǞȇȊȉȆǟǹ�ľǸ§ģȌőǫȉǨ

ǷǗ�

ƙƕƐļŦŕd�Ǻ�p¾ŹǻǖÀXǺ�ðü�Ǻ+�ȌxŔǹ�ð�ġŎÇ

Ȍq´ǪǖÀXǺ½=�Iǽo+�ǹźǬȉȣȽȞȌKƁǪǖ�ľǹȆȈ

Ŭ3Ǹ§ģȌőǫȉǨǷǗ�

12	



ÜfǶǺƋ�ļXǺ ŌëØ�

Ė]�
–  ƤƶǇǉƾƸƺǁǐǕȾƨƺǃǏǎǂƺƐƴƾǈǈǊƺƐƲƺǅƶƾǇĉȿ�

•  ĵs`ƌŠƎĘī�áÝ�
–  �ħŠƎĘīȌ`ƌ�ǖ�ůǹĘīÛũÝǷǪǵċÉǪǖƎĲǹǵĺĿ�

•  ����	
������Ȍq´�
•  ƘƠƠƞ�ǹĖ]ǶƣƾǄǁǄƼƾƸǈǷǪǵ Ō�
•  ƙƗƘƙ�Ɯ¼¹ãǶƘƛƓƗƗƗ���Ǻ�ðĚƍ�
•  ǛŬ�ǜźēŴHǻfĊĀ0ģ��Ǻǖ��HǻJ�f%�ü!�hıƊůŠƎÐªǺ���

Ò��

–  ƤƽǄǃƹǇǄƤƺǁƺƸǉƴƭǕȾȮȸȔȽƴƾƨƺǃƾǍĉȿ�
•  ĵs`ƌŠƎĘīÛũÝ�

–  �ůǹċÉǖȘȶȽȗȻȳȻȬȹȻHǻĭƎòÂƎĲȫȶȡȭǹǵĺĿ�
•  ŉ�ħĂÊȶȻȟȲ?ŊƍȾƘƘƟ�ȿIǽƄĂÊCĤŊƍȾƙƗ�ȿȌq´�
•  ƙƗƗƠ�ƘƗ¼ǹƢƹǋƶǃƸƺƹƐƴƽƺǇƶǅǎƐƭƺƹƾƸƾǃƶǁƐưǇǄƹǊƸǉǈǷǪǵ Ō�
•  ƙƗƘƙ�Ɯ¼¹ãǶėƞƗƗ�Ǻ�ðĚƍ�
•  ǛŬ�ǜ��ǺĳhıƎƊǺC�ü!�ŠƎÐªȾƪƤƲƳȖȹȽȥǓǖȀǯǻƪƤƲƳȖȹȽȥǔȿǺ���

Ɔ]�
–  ƤƽǄǃƹǇǄǃƴƭǕȾƤƺǁǁǄǃǉƺƸƽĉȿ�

•  ƙƗƗƘ�ǹƷƾǄƔǅƽƶǇǂƶƸƺǊǉƾƸƶǁƐǅǇǄƹǊƸǉǷǪǵ Ō�
•  ŋĘǻ�¸�

13	

ÜfǺ`ƌŠƎźŧȓȎȥȶȎȻ�

•  Ė]ƧƥƢ�
ƨǊƾƹƶǃƸƺƐƻǄǇƐƪǃƹǊǈǉǇǎǒ
ưǇƺǅƶǇƶǉƾǄǃƐǄƻƐƪƥƦǈƐƶǃƹƐƪƮƥǈƐƻǄǇƐưǇǄƹǊƸǉǈƐƪǃǉƺǃƹƺƹƐǉǄƐƲƺǅƶƾǇƐǄǇƐƲƺǅǁƶƸƺƐƫǃƺƺƐƤƶǇǉƾǁƶƼƺǒ
ƑƥƺƸƺǂƷƺǇƐƙƗƘƘƒ�

•  fĊĀ�¡ǺŨÔȌĦ�ǬȉǷǖ�ĸĤŹÖŢȌ¦iǬȉ�

•  ȨȜȤȷȒȸȘȻȤȺȽȸǶǻǖĐǓăȼȪȯȞȸŊƍǷǪǵǻ�A2�

•  xæĤǷǪǵǻǖȭȶȝȯǖȚȴȲ�ĹȾ$�Ĺȿǖq×þȾźēȣȬȷȥȱȻǖƎĎlÙǖĵsƎŠƎÆċÉĹǕđȿǖÎßĀ�m×þ�

–  ƪǃƐƼƺǃƺǇƶǁƓƐƸǄǃǉǇǄǁƐƼǇǄǊǅǈƐǂƶǎƐƷƺƐƷǇǄƶƹǁǎƐƸǁƶǈǈƾƻƾƺƹƐƶǈƐƺƾǉƽƺǇƐƸǄǃƸǊǇǇƺǃǉƐǄǇƐƽƾǈǉǄǇƾƸƶǁƕƐƲƶǅƾƹƐƶƹǋƶǃƸƺǈƐƾǃƐǈǊǇƼƾƸƶǁƐǉƺƸƽǃƾǆǊƺǈƐƶǃƹƐǉƽƺƐ
ǂƺƹƾƸƶǁƐƸƶǇƺƐǄƻƐƹƶǂƶƼƺƹƐǀǃƺƺǈƐǄǋƺǇƐǉƽƺƐǅƶǈǉƐǈƺǋƺǇƶǁƐǎƺƶǇǈƐǈǊƼƼƺǈǉƐǉƽƶǉƐǎǄǊƐǈƽǄǊǁƹƐƼƺǃƺǇƶǁǁǎƐǊǈƺƐƶƐƸǄǃƸǊǇǇƺǃǉƐƸǄǃǉǇǄǁƐƼǇǄǊǅƐǉǄƐǄƷǉƶƾǃƐ
ǉƽƺƐǂǄǈǉƐƾǃƻǄǇǂƶǉƾǋƺƐƸǁƾǃƾƸƶǁƐƹƶǉƶƕƐƵƺƐƷƺǁƾƺǋƺƐƽƾǈǉǄǇƾƸƶǁƐƸǄǃǉǇǄǁǈƐƶǇƺƐƾǃǈǊƻƻƾƸƾƺǃǉƐƻǄǇƐǅƽƶǈƺƐƚƐǄǇƐǅƾǋǄǉƶǁƐƸǁƾǃƾƸƶǁƐǈǉǊƹƾƺǈƐǄƻƐǀǃƺƺƐƸƶǇǉƾǁƶƼƺƐ
ǇƺǅƶƾǇƐǄǇƐǇƺǅǁƶƸƺǂƺǃǉƐǅǇǄƹǊƸǉǈƕƐƐƑǅƕƘƙƒ�

–  ƴƽƺƐǂǄǈǉƐƸǄǂǂǄǃƐǉǎǅƺǈƐǄƻƐƸǄǃƸǊǇǇƺǃǉƐƸǄǃǉǇǄǁƐƼǇǄǊǅǈƐƾǃƸǁǊƹƺƐǅǁƶƸƺƷǄƐƸǄǃǉǇǄǁǈƓƐǈƽƶǂƔǈǊǇƼƺǇǎƐƸǄǃǉǇǄǁǈƓƐƶƸǉƾǋƺƔƸǄǂǅƶǇƶǉǄǇƐƸǄǃǉǇǄǁǈƓƐǄǇƐ
ǈǉƶǃƹƶǇƹƐƸƶǇƺƐƸǄǃǉǇǄǁǈƕƐƐƑǅƕƘƙƒ�

•  Ò�ƦƭƢ�
ƲƺƻǁƺƸǉƾǄǃƐǅƶǅƺǇƐǄǃƐ���������ƸǊǁǉǊǇƺƹƐƸƽǄǃƹǇǄƸǎǉƺƐƸǄǃǉƶƾǃƾǃƼƐǅǇǄƹǊƸǉǈƐƻǄǇƐƸƶǇǉƾǁƶƼƺƐǇƺǅƶƾǇƐǄƻƐǉƽƺƐǀǃƺƺǕƑƢǅǇƾǁƐ
ƙƗƘƗƒ�

•  ÊňŊƍǻǖå�ä?ÖŢxæŊƍǣ�ľ�

•  ŠƎÐªƅčƛƸǂƙ¿ÞǶǻǖ¶mǺfĊĀ×þȾƎĎlÙđȿǹxǬȉ(Ŝ�HǻƄ<�ǣŭ¢ĩǷǸȉ�

•  ŠƎÐªƅčƛƸǂƙ��ǶǻǖÎßĀ�m×þǹxǬȉ(Ŝ�ǣŭ¢ĩǷǸȉ�

–  ƴƽƺƐǈǉǊƹǎƐƹƺǈƾƼǃƐǈƽǄǊǁƹƐƻǄǁǁǄǌƐƶƐǇƶǃƹǄǂƾǈƺƹƓƐƸǄǃǉǇǄǁǁƺƹƐƶǅǅǇǄƶƸƽƐǌƾǉƽƐƶǅǅǇǄǅǇƾƶǉƺƐƸǄǂǅƶǇƶǉǄǇƕƐƐƑǅƕƝƖƞƒ�
–  ƧǄǇƐǅƶǉƾƺǃǉǈƐǌƾǉƽƐǁƺǈƾǄǃǈƐǄƻƐǁƺǈǈƐǉƽƶǃƐƛƐƸǂƙƐƸǁƾǃƾƸƶǁƐǈǊǅƺǇƾǄǇƾǉǎƐǄǇƐƶǁǉƺǇǃƶǉƾǋƺǁǎƐǃǄǃƔƾǃƻƺǇƾǄǇƾǉǎƐƾǃƐƸǄǂƷƾǃƶǉƾǄǃƐǌƾǉƽƐǈǊǅǅǄǇǉƾǃƼƐǈǉǇǊƸǉǊǇƶǁƐ
ǈǊǅƺǇƾǄǇƾǉǎƐƶƼƶƾǃǈǉƐƸǊǇǇƺǃǉǁǎƐƺǂǅǁǄǎƺƹƐǇƺƶǈǄǃƶƷǁƺƐǈǊǇƼƾƸƶǁƐƸǄǂǅƶǇƶǉƾǋƺƐǉƽƺǇƶǅǎƐƑǈǊƸƽƐƶǈƐǂƾƸǇǄƻǇƶƸǉǊǇƺƒƐƾǈƐƶƐǇƺƶǈǄǃƶƷǁƺƐǄǅǉƾǄǃƕƐƐƑǅƕƝƖƞƒ�

–  ƧǄǇƐǅƶǉƾƺǃǉǈƐǌƾǉƽƐǁƺǈƾǄǃǈƐǄƻƐǂǄǇƺƐǉƽƶǃƐƛƐƸǂƙƓƐǃǄƐǈǉƶǃƹƶǇƹƐǉƽƺǇƶǅǎƐƽƶǈƐǈƽǄǌǃƐǊǃƺǆǊƾǋǄƸƶǁƐƺƻƻƾƸƶƸǎƓƐǉƽƺǇƺƻǄǇƺƐǈǊǅƺǇƾǄǇƾǉǎƐƶƼƶƾǃǈǉƐƷƺǈǉƐ
ǈǉƶǃƹƶǇƹƐǄƻƐƸƶǇƺƐƾǈƐƸǊǇǇƺǃǉǁǎƐǉƽƺƐǇƺƶǈǄǃƶƷǁƺƐǄǅǉƾǄǃƕƐƐƑǅƕƞƖƞƒ�
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ÜfǺ`ƌŠƎźŧ°º�

•  Ķ]ƮƩƳ�
ƴƽƺƐǊǈƺƐǄƻƐƶǊǉǄǁǄƼǄǊǈƐƸƽǄǃƹǇǄƸǎǉƺƐƾǂǅǁƶǃǉƶǉƾǄǃƐƻǄǇƐǉƽƺƐǉǇƺƶǉǂƺǃǉƐǄƻƐƸƶǇǉƾǁƶƼƺƐƹƺƻƺƸǉǈƐƾǃƐǉƽƺƐǀǃƺƺƐ
ƿǄƾǃǉǈƐǕƑƪǈǈǊƺƐƹƶǉƺơƐƭƶǎƐƙƗƗƜƓƐƲƺǋƾƺǌƐƹƶǉƺơƐƭƶǎƐƙƗƗƟƒ�

•  ĵsŠƎĘīċÉǻǖƱƯƬȅŵ¾
�ȄTȃǯƈ"ǢǳŬ3ǸěÄȌāĀǷǪǯì^Ũĸ�Hǻ³ŁǺĴ�Ŋƍ�
ġǣ1ǸǞǢǥȈǖĳźēŠƎÐªüǺ×þǹðǞȉǨǷǻ¦iǶǤǸǞǗ�

•  ǨȊȀǶǺĴ�Ŋƍ�ġǢȇǻǖĵsŠƎĘīċÉǺĴ�Ā½=�ǹǳǞǵ�ŖǪǸǞȑȩȣȻȜǣ�ȇȊǵǞȉǗ�
–  ƢǊǉǄǁǄƼǄǊǈƐƸƽǄǃƹǇǄƸǎǉƺƐƾǂǅǁƶǃǉƶǉƾǄǃƐƑƢƤƪƒƐƾǈƐǃǄǉƐǇƺƸǄǂǂƺǃƹƺƹƐƻǄǇƐǉƽƺƐǉǇƺƶǉǂƺǃǉƐǄƻƐƶǇǉƾƸǊǁƶǇƐƸƶǇǉƾǁƶƼƺƐƹƺƻƺƸǉǈƐ
ǄƻƐǉƽƺƐǀǃƺƺƐƿǄƾǃǉƐƺǍƸƺǅǉƐƾǃƐǉƽƺƐƸǄǃǉƺǍǉƐǄƻƐǄǃƼǄƾǃƼƐǄǇƐǃƺǌƐƸǁƾǃƾƸƶǁƐǈǉǊƹƾƺǈƐǉƽƶǉƐƶǇƺƐƹƺǈƾƼǃƺƹƐǉǄƐƼƺǃƺǇƶǉƺƐǇǄƷǊǈǉƐ

ƶǃƹƐǇƺǁƺǋƶǃǉƐǄǊǉƸǄǂƺƐƹƶǉƶƓƐƾǃƸǁǊƹƾǃƼƐǉƽƺƐǂƺƶǈǊǇƺǂƺǃǉƐǄƻƐƽƺƶǁǉƽƔǇƺǁƶǉƺƹƐǆǊƶǁƾǉǎƐǄƻƐǁƾƻƺƐƶǃƹƐǁǄǃƼƔǉƺǇǂƐƻǄǁǁǄǌƔǊǅƕƐ
ƑǅƕƘƒ�

–  ƪǃƐǈǊǂǂƶǇǎƓƐǉƽƺǈƺƐǉǇƾƶǁǈƐǅǇǄǋƾƹƺƐƾǃƸǄǃǈƾǈǉƺǃǉƐƺǋƾƹƺǃƸƺƐǄƻƐǉƽƺƐƸǁƾǃƾƸƶǁƐƺƻƻƺƸǉƾǋƺǃƺǈǈƐǄƻƐƢƤƪƕƐƴƽƺƐǈǉǊƹƾƺǈƐǌƺǇƺƐ
ƽƺǉƺǇǄƼƺǃƺǄǊǈƐƾǃƐǉƺǇǂǈƐǄƻƐǉƽƺƐǅƶǉƾƺǃǉǈƐǇƺƸǇǊƾǉƺƹƓƐǉƽƺƐƢƤƪƐǉƺƸƽǃƾǆǊƺƐǊǈƺƹƐƶǃƹƐǉƽƺƐǂƺƶǈǊǇƺǈƐǊǈƺƹƐǉǄƐƶǈǈƺǈǈƐ
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2. 京都大学 iPS 細胞研究所で進めている再生医療用 iPS 細胞ストックについて  
 

京都大学 iPS細胞研究所	 沖田圭介 
 
 
はじめに  
	 京都大学 iPS細胞研究所では国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）及び国立研究開
発法人日本医療研究開発機構 (AMED)の事業「再生医療実現拠点ネットワークプログラム
iPS細胞研究中核拠点」の委託研究として「iPS細胞ストック」事業を行なっている。本稿
ではこの事業の背景と概要を記載する。 
 
iPS 細胞による細胞移植治療  
	 iPS細胞は末梢血や皮膚などから採取できる体細胞に、初期化遺伝子と呼ばれる複数の遺
伝子を導入することで作られる細胞である 1)。ES細胞に良く似ており、自己増殖能力と共
に、様々な細胞種へと変化する分化多能性を持つ。例えば iPS細胞を十分に増やした後に、
心筋細胞へ分化させることが可能である。この特性を生かし、細胞移植治療への利用が期

待されている。実際、2014 年には理化学研究所の高橋政代らが臨床研究を始め、iPS 細胞
から網膜色素上皮細胞を作製し、この細胞を加齢性黄斑変性症患者に移植している。これ

以外にも、パーキンソン病患者へのドーパミン神経細胞の移植や、心疾患を持つ患者への

心筋細胞の移植などを目指して iPS細胞を用いた複数の研究が本邦で進められている。 
	  
iPS 細胞ストック  
	 iPS 細胞を細胞移植治療に用いるためには、1)体細胞の採取、2)iPS 細胞の作製、3)iPS
細胞の品質評価、4)分化誘導、そして 5)分化細胞の品質評価といった工程が必要になると
考えられる。こうした工程を経る事で、原理的には罹患した個々の患者から iPS 細胞を作
製し、治療に用いることが可能である。しかしながら、細胞の製造や品質評価には短くて

も半年程度の時間が必要であるため、急性疾患への対応が難しく、また個人ごとの対応は

経済的にも負担が大きいことが予想される。この問題に対する一つの解決方法は、自己細

胞を用いた 1 対 1 の移植ではなく、予め複数の iPS 細胞およびその分化細胞を作製してお
き、患者に応じて使い分ける方法である。こうした背景の下、弊所では iPS 細胞ストック
事業として、前半部分に当る再生医療に用いる iPS細胞の作製と備蓄を進めている。 
	 iPS 細胞ストックでは、1 つの iPS 細胞株を複数の患者に移植することを想定している。
つまり同種移植であり、免疫拒絶反応についての配慮が必要となる。免疫拒絶反応を出来

るだけ抑えつつ、一方で可能な限り多くの患者に移植できるように、HLA(ヒト白血球抗原)
をホモ接合体として持つドナーから iPS 細胞を作製している。例えば、日本で最も高頻度
に認められるハプロタイプ(HLA-A*24:02, B*52:01, DRB1*15:02)のホモ接合体ドナーか



ら樹立された iPS細胞は、計算上は日本人の約 17％にマッチすると考えられる 2)。また 10
種類のホモ接合体の iPS 細胞株を取り揃えることができれば、約半数の日本人にマッチす
る。同じ型の HLAハプロタイプを両親より受け継いだ場合にホモ接合体となるが、日本人
における HLAホモ接合体の頻度は人口のわずか数％である。数少ないドナーに協力してい
ただくために、京都大学医学部附属病院を始め、日本赤十字社、日本骨髄バンクや臍帯血

バンク(東海大学)と連携している。一方で、主要な HLA 型を一致させたとしても、同種移
植であるため、マイナー抗原は一致しない。移植対象部位に合わせて適宜免疫抑制剤を併

用しながら実際にどこまで有効なのか、また現実的な治療として成り立ちうるのかを今後

検討していく必要がある。 
 
再生医療用 iPS 細胞の製造  
	 iPS細胞を作製するために体細胞に遺伝子を導入するが、古典的な方法としてレトロウイ
ルスベクターによる遺伝子導入法が挙げられる。このベクターの特性上、複数の外来遺伝

子が iPS 細胞のゲノムに挿入されるため、そのまま使用するには安全上のリスクが高い。
これを回避するため、私たちはゲノムへ傷を付けにくいプラスミドベクターを用いて iPS
細胞の誘導を行っている 3)。また、従来のヒト iPS細胞の培養法ではマウス細胞を支持細胞
として用いている。動物由来成分による安全上のリスクの低減させるため、支持細胞が不

要な培養方法を採用した 4)。iPS細胞研究所内にある細胞調製施設は「再生医療等の安全性
の確保等に関する法律」(再生医療等安全性確保法)に基づき細胞培養加工施設の許可を受け
た。この施設で再生医療用 iPS細胞の製造を行なっており、2015年 8月に配布を開始した。
配布に当って「iPS細胞ストックの使用に関する審査委員会」を設置し、審査を実施してい
る。 
 
品質評価について  
	 iPS 細胞ストックでは体細胞のドナーに対し、HLA 検査や問診、感染症検査等のスクリ
ーニングを実施して適性の確認を行なっている。製造した iPS細胞に対する検査として、iPS
細胞としての特性の有無（マーカー遺伝子の発現や形態の確認）や HLA型、遺伝子変異な
どを調べている。また、凍結した iPS 細胞の細胞数や生存率、微生物汚染の有無も検査し
ている。体細胞を開始点として iPS 細胞を作製し、最終産物は分化細胞となる。分化細胞
を作製する機関、すなわち iPS細胞ストックの使用者側から見ると、iPS細胞ストックには、
分化誘導効率が高いことや分化誘導後に分化細胞として十分な特性を持つことなどが期待

されるが、現状では iPS 細胞の段階でこれらを判断できるような評価基準はほとんど知ら
れていない 5)。今後の科学的知識の積み重ねにより、評価基準の策定を進めていく必要があ

るだろう。 
	 分化細胞に関しては、分化細胞としての特性解析や純度、遺伝子の変異、微生物汚染、

安全性等の検査の実施が想定される。個々の分化細胞種や使用方法に応じた評価方法や基



準が設定される一方で、共通する評価項目も挙げられるだろう。例えば細胞の安全性の評

価指標の一つとして遺伝子変異解析が考えられるが、その評価方法については様々な考え

方があり共通認識を得るには至っていない。臨床研究を実施する際の安全性の評価方法の

考え方について、厚生労働省が設置した研究班で審議が進められている。 
 
終わりに  
	 海外でも臨床用 iPS細胞の作製に向けた動きが進んでいる。2015年にCellular Dynamics 
international社が 2人のドナーの血液から米国の規制に対応した cGMP下での iPS細胞樹
立を発表した。これは 19％のアメリカ人にマッチし、今後さらにドナーを追加して 95％を
カバーする計画であることを伝えた。また、Lonza 社なども cGMP 下で、臍帯血より iPS
細胞を作製したことを報告している。英国や韓国でも同様の動きが認められており、近い

将来これらの細胞を用いた臨床研究が世界中で進んでいくものと考えられる。 
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再再生生気気管管軟軟骨骨

PPLLLLAA多多孔孔体体

培培養養自自己己
耳耳介介軟軟骨骨細細胞胞

1.5 mm

鼻鼻用用イインンププラランントト型型再再生生軟軟骨骨

培培養養自自己己耳耳介介軟軟骨骨細細胞胞

PPLLLLAA多多孔孔体体

アアテテロロココララーーゲゲンン

ココララーーゲゲンンススポポンンジジ

増増殖殖培培養養ででききるる軟軟骨骨細細胞胞のの数数にに限限界界ががあありり、、
小小耳耳症症やや変変形形性性関関節節症症ななどど大大型型のの軟軟骨骨ににはは応応用用ででききなないい

3次次元元再再生生軟軟骨骨のの臨臨床床導導入入

小小耳耳症症

出生時 高齢期

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代0代

口口唇唇口口蓋蓋裂裂
にによよるる鼻鼻変変形形

ススポポーーツツ外外傷傷 気気道道狭狭窄窄 変変形形性性関関節節症症

すすででにに再再生生医医療療のの適適応応範範囲囲

患患者者数数

罹罹病病期期間間

大大

長長

ブブレレーーククススルルーーポポイインントト
・・iPS細細胞胞導導入入にによよるる細細胞胞源源のの確確保保
・・分分化化誘誘導導法法のの確確立立
・・細細胞胞支支持持材材のの開開発発

すすべべててのの年年齢齢・・すすべべててのの軟軟骨骨疾疾患患にに再再生生医医療療をを提提供供すするるたためめにに

例例）） 小小耳耳症症

再再生生医医療療のの利利点点

肋軟骨によるフレーム 肋軟骨採取

肋肋軟軟骨骨移移植植（（従従来来法法））

肋軟骨フレー
ム

による再建

足場素材

再再生生医医療療にによよるる治治療療（（イイメメーージジ））

遺残軟骨
からの
軟骨細胞
採取

再生組織の培養

侵侵襲襲のの大大ききささ

手手術術手手技技のの複複雑雑ささ

再再建建ででききるる大大ききささのの制制限限

組組織織採採取取のの侵侵襲襲小小

形形態態のの再再現現性性

再再生生組組織織のの拡拡大大可可能能

耳耳介介型型再再生生軟軟骨骨のの試試みみ
ポリグルコール酸（PGA）＋ポリ乳酸（PLLA）の足場素材に軟骨細胞を播種
免疫不全動物（ヌードマウス）に移植

（Cao, Vacanti et al Plast Recon Surg 1997）

臨床報告はもとより、大動物実験、免疫正常マウスでの続報がない

耳耳介介再再建建のの実実際際

肋軟骨移植
（Nagata, Plast Recon Surg 1994）

再生軟骨の2次移植
（Yanaga, et al Plast Recon Surg 2009）

http://www.nagata-microtia.jp/より

軟軟骨骨particle（（CiRAよよりり供供与与））

分化

iPS細細胞胞

大量調製

小小耳耳症症治治療療にに応応用用

移植

軟軟骨骨ppaarrttiiccllee癒癒合合
成熟誘導
圧迫刺激
足場素材
による

particleの癒合
Β-TCP培養モールド

33次次元元造造形形をを
応応用用ししたた
足足場場素素材材にによよるる
耳耳介介形形状状付付与与

iPS細細胞胞由由来来軟軟骨骨細細胞胞
をを用用いいたた顔顔面面再再生生軟軟骨骨
（（耳耳介介））

耳耳介介軟軟骨骨疾疾患患をを対対象象ととししたた臨臨床床研研究究のの開開始始【【平平成成２２５５－－３３４４年年】】

分化誘導

当当方方でで実実施施ししてていいるるププロロジジェェククトト

3. 耳介軟骨再生を目的とした再生医療等製品の開発の現状

東京大学医学部附属病院　ティッシュエンジニアリング部・口腔外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　和人



iPS細胞由来軟骨細胞（軟骨パーティクル）の作製方法

軟軟骨骨パパーーテティィククルル作作製製技技術術
京京都都大大学学CiRA 妻妻木木教教授授よよりりごご指指導導

ヒトiPS細胞をSNLフィーダー細胞上で
未分化性維持

マトリゲルコート上で
nodule / micromass
を作製 3～4週間

中胚葉分化培地

接着12日間

浮遊 最低4～6週 軟骨パーティクルの完成

2日間

軟骨分化培地

軟骨分化培地

ノジュール形成 (軟骨パーティクル#4)

day8 day15 day23

軟骨分化(軟骨パーティクル#7)

day13 day14

iPS細胞由来軟骨細胞（軟骨パーティクル）の作製方法

HE

Safranin O

TB

COL1

COL2

SOX9

浮遊分化培養8週 → 軟軟骨骨パパーーテティィククルル同同士士のの癒癒合合確確認認 10 mm程程度度

iPS細胞由来軟骨細胞（軟骨パーティクル）の作製方法 iPS細細胞胞由由来来軟軟骨骨パパーーテティィククルルのの癒癒合合

軟骨パーティクル #1
浮遊培養 80 days

軟骨パーティクル#1
浮遊培養 80 days + DMEM 10% FBS 14 days

アガロースモールド等により癒合する軟骨パーティクルの形態を制御する

軟軟骨骨パパーーテティィククルル癒癒合合条条件件のの検検討討

軟骨パーティクル #5
浮遊培養 59 days

2% アガロースモールドに填入
DMEM 10% FBSにて培養

今今後後のの予予定定

年年次次計計画画（（線線図図））

H25
前半期

H25
後半期

H26
前半期

H26
後半期

H27
前半期

H27
後半期

H28 H29

1.微小再生軟骨組織の
複合化のための培養条
件、足場素材の検討

2.定形のiPS細胞由来再
生軟骨組織の作製

3．ヒト耳介形状のiPS細
胞由来再生軟骨組織の
作製

1.前臨床試験前半
前臨床試験データ作製

2.前臨床試験後半
前臨床試験データと
製造・臨床プロトコール
の完成

H30 H31 H32 H33 H34

技術開発期間 本格実施期間



4. 形成外科分野における再生医療の現状と今後 
 

順天堂大学医学部形成外科学講座 
水野博司 

 
 
【形成外科分野における再生医療の足跡】 
	 「組織工学」あるいは「再生医学」という言葉が広く国民に根付き、医学領

域における発展のきっかけとなったのは、雑誌 Scienceに「Tissue Engineering」
のタイトルで発表された論文 1)のコンセプトに基づいて作成された、いわゆ

る”Vacanti mouse”と呼ばれるヒト耳介の形状を呈した軟骨再生 2)や、ヒト指節

骨・指節間関節の再生 3)であろうと思われるが、これらの業績は形成外科医によ

るものであることはそれほど知られていない。また本概念が登場する以前より

Green 型自家培養表皮が本邦でも広く普及し重症熱傷患者の救命に多大な貢献
をしてきたが 4)、これも形成外科医による偉業である。つまり複雑な機能的構造

体である「臓器」ではなく単一あるいは少数の細胞から構成される「組織」を

扱う機会の多い形成外科医は、この再生医学という研究分野に入りやすかった

のであろう。 
	 そして近年においてはこれらの組織工学的手法にとどまらず細胞投与による

組織修復、また細胞を用いない液性因子やバイオマテリアルの組み合わせによ

る再生医療アプローチも有用な手段として実用化されつつある。本稿では形成

外科領域における再生医療が果たしてきた現状と今後について私見を含めて考

察する。 
 
【再生の対象となる組織】 
	 現在形成外科領域において再生医学研究が進んでいる標的組織は皮膚（表皮、

真皮ないし表皮＋真皮）、皮下組織、軟骨、骨、末梢神経等があり、とりわけ皮

膚と軟骨において顕著である。しかしながら両者の再生手法には多少異なりが

ある。すなわち軟骨の場合は生体内外の環境下で軟骨細胞を材料に組織工学的

に作成した軟骨組織を必要とされる部位へ移植して利用する手法であるのに対

し、皮膚皮下組織の場合は皮膚由来細胞（角化細胞や線維芽細胞など）を材料

とした同手法に加え、皮膚欠損部に皮膚由来以外の細胞や液性因子を投与して

直接的・間接的に皮膚の再生を誘導する手法も存在する。 
 
【組織損傷に対する修復・再生と再生医療】 
	 一般的に皮膚に限らず多くの組織においてキズが発生した際、自然治癒が期



待できる場合とできない場合があり、前者を急性創傷、後者を慢性創傷と呼称

される。 
皮膚における急性創傷が発生すると、生体の持つ創傷治癒機転が働くことに

より創の収縮と上皮化によって治癒へと向かうが、これは組織の修復と再生の

両面が働くと考えられている。例えば創傷治癒過程における増殖期においては

線維芽細胞と血管内皮細胞の増殖による旺盛な肉芽形成（修復）とそれに続い

て起こる上皮細胞の遊走による表皮化（再生）で治癒が進む。しかし、キズが

深い場合や創傷治癒が遅延した場合などは肉芽形成による瘢痕治癒、つまり再

生というよりは修復による治癒機転が有意となり、臨床的には肥厚性瘢痕など

整容的にも好ましくない結果となる。従って急性創傷に対しては、修復だけで

なく再生によって元の正常な組織構造に誘導するべく、できる限り生体が本来

有する再生能力をうまく引出すことが再生医療の役割であると言い換えてよい。 
一方糖尿病性潰瘍や放射線潰瘍のような慢性創傷においては正常な創傷治癒

プロセスが働かないため既存の治療では解決困難なことが多く、やはり再生医

療学的アプローチが一つの有用な方法である。例えば慢性放射線潰瘍に対し脂

肪組織幹細胞を局所投与すると、虚血耐性のある脂肪組織幹細胞はその場で生

存し続け、その間に種々の血管新生因子を放出することで周辺からの血管新生

を促進させ、結果的に良好な肉芽形成が促される（これを組織の肥沃化という）

ことが報告されている 5)。それにより慢性創傷の状態から急性創傷の状態に移行

させることが可能となる。 
 
【組織別の具体的な再生医療手法】 
	 以下に形成外科が扱う代表的な組織である皮膚と軟骨の再生医療について、

用いる細胞の種類や投与法、足場材料や液性因子の有無の違いなどについて詳

述する。 
１．皮膚 
	 細胞を用いた皮膚の再生医療については、あらかじめ生体外で作成可能なも

のは①培養表皮、②培養真皮、および③表皮と真皮の 2 層構造を有する培養複
合皮膚の 3 パターンがある。そしてこれらの細胞ソースとしては自家あるいは
他家となる。現在上市されている本邦初の再生医療等製品「JACE」は自家由来
の培養表皮であるが、他の組織同様、常備ストックとして保存するには同種細

胞由来のものが今後有用であろう。 
	 皮膚潰瘍面に直接細胞を局所投与する手法としてはスプレー投与（欧州にお

いては自家由来表皮角化細胞スプレーが上市されている）、コラーゲンなどのバ

イオマテリアルに含浸したものを on lay graft、注入投与が考えられる。いずれ
の投与法においても現在遂行されている臨床研究は概ね自家由来の細胞を利用



しているため投与後の永久生着は理論上期待できる。ただし表皮細胞や真皮由

来細胞以外の、例えば骨髄間質細胞や脂肪組織由来細胞のような間葉系幹細胞

を含む細胞集団を投与する場合、これらが角化細胞のような上皮系細胞に分化

して永久生着しているわけではなく、ほとんどの場合はこれらの細胞に内在す

る血管新生関連因子の放出による血管新生の結果、肉芽増殖が起こって潰瘍治

癒に向かうというメカニズムによる、いわゆるサイトカイン療法という位置づ

けになるであろう。血管内皮前駆細胞の投与の場合でも、実際に血管内皮細胞

に分化して血管内皮を構成する割合は全細胞投与数のごく一部であるとも言わ

れていることから、これもサイトカイン療法ともいえるかも知れない。またこ

れまでの多くの注入投与の場合、細胞を浮遊液の状態で注入投与しているため、

投与された細胞は必ずしも多くが局所に停滞せず、むしろほとんどの細胞が血

管内やリンパ管内に流入して局所に留まらない。最近の研究では脂肪組織由来

幹細胞をスフェロイドの形とすると細胞塊となるためサイズが大きくなるだけ

でなく、細胞外マトリックスも維持されたまま移植が可能となる 6)。これは岡野

光夫博士らが開発された「細胞シート」の考え方に近く、同じ細胞でも投与法

を工夫することでより効果的に治療が可能となるため、今後の研究の課題であ

る。 
	 一方、細胞を用いない皮膚皮下組織再生医療も非常に有用な手段として多く

の臨床研究が遂行されている。本邦においては bFGF が既に保険収載された医
薬品として利用可能であり、田畑らの考案したゼラチンシートに含浸させて

bFGFを徐放化可能としたうえで潰瘍面に貼付したり 7)、近年ではコラーゲンス

ポンジ内にゼラチン粒子を組み込んで、使用直前に bFGF を含浸させて徐放化
機能を持たせたうえで潰瘍面に貼付したりするという機能的人工真皮の開発も

進んでいる 8)。これら細胞を用いない手法は細胞と違い、①投与量において個人

差が生じない、②繰り返し治療がしやすい、③安価である、などの点で優れて

いる。また bFGFの代わりに患者由来の多血小板血漿（Platelet Rich Plasma、
以下 PRP）を用いた皮膚皮下組織再生治療も、慢性創傷に対して有用性が報告
されている 9)。 
 
２．軟骨 
	 現時点での形成外科領域における軟骨再生においては、自家軟骨細胞が今の

ところ唯一の細胞ソースとして利用されている。この細胞を 3 次元スキャフォ
ールドに播種し、ex vivoで作成した再生軟骨を移植する方法と 10)、培養細胞浮

遊液を一次的に腹部皮下など異所性に注入投与し、3次元構造体が作成された時
点で 2 期的に成形して必要とされる部位に移植する方法とがある 11)。現時点で

どちらに優位性があるのか、あるいは同等なのかについては結論が得られてお



らず、長期的経過観察が必要であろう。しかしながら、形成外科領域における

小児耳介先天異常の代表的疾患である小耳症手術の際に多くの肋軟骨を採取し

なければならない犠牲を回避できることになり、非常に有用な研究分野と考え

られる。 
また近年の研究では、軟骨膜に存在する軟骨前駆細胞も軟骨再生における新

たな細胞ソースとして注目されており 12)、将来的には軟骨細胞を得るための軟

骨採取さえ不要となるかも知れない。 
 
【美容外科と再生医療】 
	 形成外科の一分野である美容外科領域においても、とりわけ顔面のシワ治療

などにおいて培養線維芽細胞移植あるいはPRPの局所注入などが実際に行われ
ている。しかしながらこの領域においては臨床研究というよりは治療を目的と

して実施されることが圧倒的で、臨床研究としてのエビデンスが確立されてい

るものばかりとは言い難い上、ほとんどがクリニックレベルでの実施であるた

め、正確な実態を把握できない状況である。加えて、過去にはいくつかの事故

も発生しているなど問題が多いのも事実である。昨年施行された再生医療等安

全確保法により実施者は提供計画を提出せねばならなくなった結果、国や学会

は実施施設および治療内容の把握までは可能になった。しかし治療結果の詳細

や合併症等までは今の仕組みにおいては未だ把握困難な状況である。潜在的ニ

ーズの多い美容外科領域において再生医療がより安全性の高いものになるため

には美容外科医の良心に頼るだけでなく、更なる制度の整備が必要であろう。 
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薬食発第0208003号

平成２０年２月８日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の

品質及び安全性の確保について

ヒト由来の細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性を確保

するために必要な基本的要件については、平成12年12月26日付け医薬発第1314号

厚生省医薬安全局長通知「ヒト又は動物由来成分を原料として製造される医薬品

等の品質及び安全性確保について」の別添２「ヒト由来細胞・組織加工医薬品等

の品質及び安全性の確保に関する指針」（以下「平成12年指針」という。）を定

め運用してきたが、その後の科学技術の進歩や経験の蓄積を踏まえ見直しを進め

てきたところである。

今般、ヒト由来の細胞・組織のうち、自己由来の細胞・組織を加工した医薬品

又は医療機器（以下「自己由来細胞・組織加工医薬品等」という。）の品質及び

安全性の確保のための基本的な技術要件について別添「ヒト（自己）由来細胞・

組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針」のとおりとりまとめ、

自己由来細胞・組織加工医薬品等については、平成12年指針に代え本指針による

こととしたので、御了知の上、貴管下関係団体、関係機関等に周知願いたい。

なお、ヒト由来細胞・組織のうち、自己以外の同種由来の細胞・組織を加工し

た医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件につい

てもとりまとめているところであり、おって通知する予定であることを申し添え

る。
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ヒト（自己）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針

はࡌめに

㸯㸬 本指針は、ヒト由来細胞・組織のうち、自己由来細胞・組織を加工した医薬品又

は医療機器（以下「細胞・組織加工医薬品等」という。）の品質及び安全性の確保の

ための基本的な技術要件について定めるものである。

ししながࡽ、細胞・組織加工医薬品等の種㢮や≉性、⮫ᗋ上の㐺用ἲはከ種ከ

ᵝであり、また、本分㔝における科学的進歩や経験の蓄積は日進月歩である。本指

針を୍ᚊに㐺用したり、本指針のෆᐜが必要事㡯すてをໟྵしているとࡳなすこ

とが必ࡎしも㐺ษでないሙྜもある。したがって、ಶࠎの医薬品等についてのヨ験

のᐇやホ౯に㝿しては本指針の┠的を踏まえ、そのⅬの学ၥの進歩をᫎした

ྜ⌮的᰿ᣐに基࡙き、ࢫ࣮ࢣ・ࣂ・ࢫ࣮ࢣでᰂ㌾にᑐᛂすることが必要であるこ

と。

２㸬 平成11年�月30日付け医薬発第�06号厚生省医薬安全局長通知「細胞・組織を用

した医療用ල又は医薬品の品質及び安全性の確保について」による確ㄆ申ㄳⅬに

おける本指針の㐺ྜ性の確ㄆの㊃᪨は、ᙜヱ細胞・組織加工医薬品等の験を㛤

ጞするにᙜたってᨭ㞀となる品質及び安全性上のၥ㢟がᏑᅾするྰの確ㄆにあ

る。したがって、確ㄆ申ㄳのሙྜ、その申ㄳにᙜたって添付するき㈨料について

本指針に♧された要件やෆᐜをすてたすことを必ࡎしもồめているヂではない。

製造㈍ᢎㄆ申ㄳにおける品質及び安全性の確保のための㈨料は験の進⾜とと

もに本指針にἢってᐇᩚഛされることを๓ᥦに、確ㄆ申ㄳでは、ᙜヱⅬでその

㊃᪨に㐺う᮲件をたし、ྜ⌮的にస成された㐺ษな㈨料をᥦฟすること。

また、確ㄆに必要とされる㈨料の⠊ᅖ及び⛬ᗘについては、ᙜヱ製品の由来、ᑐ

㇟ᝈ、ᑐ㇟ᝈ⪅、㐺用㒊、㐺用᪉ἲ及び加工᪉ἲ等により␗なり、本指針では

ල体的に᫂ࡽでないこともᑡなࡃないので、ಶ別に⊂❧⾜ᨻἲே医薬品医療機器

⥲ྜ機ᵓに┦ㄯすることがᮃましい。
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第１章 総則

第１ 目的

本指針は、ヒト由来細胞・組織のうち、自己由来細胞・組織を加工した医薬品又

は医療機器（以下「細胞・組織加工医薬品等」という。）の品質及び安全性の確保の

ための基本的な技術要件について定めるものである。

第２ 定義

本指針における用ㄒの定⩏は以下のとおりとする。

㸯 「細胞・組織の加工」とは、ᝈの療や組織のಟ又はᘓを┠的として、細

胞・組織のேⅭ的なቑṪ、細胞・組織のά性等を┠的とした薬ฎ⌮、生物学的

≉性ᨵኚ、㠀細胞・組織成分との組ࡏࢃྜࡳ又は㑇ఏᏊ工学的ᨵኚ等をすことを

いう。

組織の分㞳、組織の細ษ、細胞の分㞳、≉定細胞の༢㞳、ᢠ生物質によるฎ⌮、

Ὑί、࣐ࣥ࢞⥺等による⁛⳦、෭、ゎ等は加工とࡳなさない。

２ 「製造」とは、加工に加え、組織の分㞳、組織の細ษ、細胞の分㞳、≉定細胞の

༢㞳、ᢠ生物質によるฎ⌮、Ὑί、࣐ࣥ࢞⥺等による⁛⳦、෭、ゎ等、ᙜヱ細

胞・組織の本来の性質をᨵኚしない᧯సをྵࡴ⾜Ⅽで、᭱⤊製品である細胞・組織

用製品をฟⲴするまでに⾜う⾜Ⅽをいう。

㸱 「⾲⌧ᆺ」とは、ある୍定の⎔ቃ᮲件のもとで、ある㑇ఏᏊによって⾲⌧される

ᙧែ学的及び生⌮学的な性質をいう。

㸲 とは、細胞・組織加工医薬品等の原料となる細胞・組織をᥦ౪するヒ「࣮ࢼࢻ」

トをいう。自己由来細胞・組織加工医薬品等にあっては、ᝈ⪅は࣮ࢼࢻである。

㸳 「㑇ఏᏊᑟධᵓ成体」とは、┠的㑇ఏᏊをᶆ的細胞にᑟධするための運ᦙ体、┠

的㑇ఏᏊ及びその機⬟発⌧に必要な要⣲をࢻ࣮ࢥするሷ基㓄ิ等ࡽᵓ成されるも

のをいう。

第２章 製造方法

第１ 原材料及び製造関連物質

１ 目的とする細胞・組織

(1) 生物学的構造・機能の特徴と選択理由

原ᮦ料として用いࡽれる細胞・組織について、その生物学的ᵓ造・機⬟の≉ᚩ

を、えࡤ、ᙧែ学的≉ᚩ、ቑṪ≉性、生学的指ᶆ、ච学的指ᶆ、≉ᚩ的⏘

生物質その㐺ษな㑇ఏᆺ又は⾲⌧ᆺの指ᶆࡽ㐺ᐅ㑅ᢥして♧し、ᙜヱ細胞・

組織を原料として㑅ᢥした⌮由をㄝ᫂すること。

(2) ドナーの感染症に対する留意点

ᝈ⪅、製造ᚑ事⪅及び医療ᚑ事⪅の安全性を確保するほⅬ等ࡽ、᥇ྲྀ細胞・

組織をしてឤᰁするྍ⬟性がある各種ឤᰁを⪃៖してឤᰁに関する᳨ᰝ㡯

┠を定め、そのጇᙜ性を᫂ࡽにすること。≉に㹀ᆺ⫢⅖�+%9�、㹁ᆺ⫢⅖�+&9�、
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ヒトච全（9,+）ࢫࣝ࢘ឤᰁ、成ே㹒細胞ⓑ⾑（+7/9）に␃ពすること。

(3) 細胞・組織の採取・保存・運搬

ձ ᥇ྲྀ⪅及び᥇ྲྀ医療機関等の㐺᱁性

᥇ྲྀ⪅及び᥇ྲྀ医療機関等にồめるき技術的要件について、᫂ࡽにする

こと。

ղ ᥇ྲྀ㒊及び᥇ྲྀ᪉ἲのጇᙜ性

細胞の᥇ྲྀ㒊の㑅定基‽、᥇ྲྀ᪉ἲを♧し、これࡽが科学的及び⌮的に

㐺ษに㑅定されたものであることを᫂ࡽにすること。᥇ྲྀ᪉ἲについては、

用いࡽれる器ල、ᚤ生物ởᰁ㜵Ṇ、ྲྀり㐪えやࣥࣙࢩ࣮ࢿ࣑ࢱࣥࢥࢫࣟࢡ㜵Ṇ

のための᪉⟇等をල体的に♧すこと。

ճ にᑐするㄝ᫂及び同ព࣮ࢼࢻ

細胞・組織᥇ྲྀの࣮ࢼࢻにᑐするㄝ᫂及び同ពのෆᐜをつ定すること。

մ のಶேሗの保ㆤ࣮ࢼࢻ

。のಶேሗの保ㆤ᪉⟇についてල体的につ定すること࣮ࢼࢻ

յ の安全性確保のためのヨ験᳨ᰝ࣮ࢼࢻ

細胞・組織᥇ྲྀに࣮ࢼࢻの安全性確保のために᥇ྲྀ㒊の≧ែの確ㄆな

ヨ験᳨ᰝを⾜ࢃなけれࡤなࡽないሙྜには、そのෆᐜ、᳨ᰝ⤖ᯝ等にၥ㢟があ

ったሙྜのᑐฎἲについてල体的につ定すること。

ն 保Ꮡ᪉ἲ及びྲྀり㐪え㜵Ṇ⟇

᥇ྲྀした細胞・組織を୍定ᮇ㛫保Ꮡする必要があるሙྜには、保Ꮡ᮲件や保

Ꮡᮇ㛫及びそのタ定のጇᙜ性について᫂ࡽにすること。また、ྲྀり㐪えを㑊

けるためのᡭẁやᡭ㡰等についてල体的につ定すること。

շ 運ᦙ᪉ἲ

᥇ྲྀ細胞・組織を運ᦙする必要があるሙྜには、運ᦙᐜ器、運ᦙᡭ㡰（ ᗘ

管⌮等をྵࡴ。）を定め、そのጇᙜ性について᫂ࡽにすること。

ո グ㘓のస成及び保管᪉ἲ

ձ㹼շに関する事㡯について、ᐇのグ㘓をᩥ᭩でస成し、㐺ษに保管する

᪉ἲについて᫂ࡽにすること。

２ 目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質

┠的とする細胞・組織以外の原ᮦ料及び製造関㐃物質を᫂ࡽにし、その㐺᱁性

を♧すとともに、必要にᛂࡌてつ᱁をタ定し、㐺ษな品質管⌮を⾜うことが必要で

ある。

なお、生物由来製品又は≉定生物由来製品を原ᮦ料として用するሙྜは、その

用㔞を必要᭱ᑠ㝈とし、「生物由来原料基‽」（平成1�年厚生労働省࿌♧第210号）

をはࡌめとする関㐃ἲ௧及び通知を㑂Ᏺすること。≉に、ࢫࣝ࢘ά及び㝖ཤ

に関するሗを༑分にホ౯する必要がある、㐳及ㄪᰝ等を確保する᪉⟇につい

ても᫂ࡽにすること。
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(1) 細胞の培養を行う場合

ձ ᇵᆅ、添加成分（⾑Ύ、成長ᅉᏊ及びᢠ生物質等）及び細胞のฎ⌮に用いるヨ薬

等のすての成分等についてその㐺᱁性を᫂ࡽにし、必要にᛂࡌてつ᱁をタ定

すること。各成分等の㐺᱁性のุ定及びつ᱁のタ定にᙜたっては、᭱⤊製品の㐺

用経㊰等を⪃៖すること。

ղ ᇵᆅ成分については、以下のⅬに␃ពすること。

 ᇵᆅに用する成分及びỈは、ྍ⬟な⠊ᅖで医薬品又は医薬品原料に┦ᙜす

る基‽で品質管⌮されている生物学的⣧ᗘの㧗い品質のものを用すること。

 ᇵᆅに用する成分は成分のࡳでなࡃ用するすての成分について᫂ࡽ

、しࡔて品質管⌮ἲ等を᫂確にすること。たࡌにし、㑅ᢥ⌮由及び必要にᛂ

ᇵᆅのᵓ成成分が周知のもので、ᕷ㈍品等が୍般的に用されている '0(0、0

&'%、+$0、530, のようなᇵᆅは㸯つのものと⪃えてよい。

࢘ すての成分をྵ᭷したᇵᆅの᭱⤊品については、↓⳦性及び┠的としたᇵ

㣴に㐺していることをุ定するための性⬟ヨ験をᐇする必要がある。その、

工⛬管⌮上必要とᛮࢃれるヨ験㡯┠をつ᱁としてタ定し、㐺ษな品質管⌮を⾜

う必要がある。

ճ ␗種⾑Ύ及び␗種もしࡃは同種の⾑Ύに由来する成分については、細胞ά性又

はቑṪ等の加工に必㡲でなけれࡤ用しないこと。≉に⧞り㏉して用するྍ⬟

性のある製品ではྍ⬟な㝈り用を㑊けるよう᳨ウすること。⾑Ύ等の用が㑊

けࡽれないሙྜには、以下のⅬを⪃៖し、⾑Ύ等ࡽの細⳦、┿⳦、ࢫࣝ࢘及

び␗ᖖࣥ࢜ࣜࣉ等のΰධ・ఏを㜵Ṇするとともに、᭱⤊製品ྍࡽ⬟な㝈り㝖

ཤするようฎ⌮᪉ἲ等を᳨ウすること。

 ⾑Ύ等の由来を᫂確にすること。

 ∵ᾏ⥥≧⬻発生ᆅᇦࡽの⾑Ύをᴟຊ㑊ける等ឤᰁࣜࢡࢫのపῶにດめ

ること。

࢘ 由来動物種に≉␗的なࢫࣝ࢘や࣐ࢬࣛࣉࢥ࣐に関する㐺ษなྰ定ヨ験を

⾜い、ࢫࣝ࢘等にởᰁされていないことを確ㄆした上で用すること。

࢚ 細胞のά性、ቑṪにᙳ㡪をえない⠊ᅖで細⳦、┿⳦及びࢫࣝ࢘等にᑐ

する㐺ษなάฎ⌮及び㝖ཤฎ⌮を⾜う。えࡤ、₯ᅾ的なࢫࣝ࢘ΰධの

༴㝤性を㑊けるために、必要にᛂࡌて加⇕ฎ⌮、࣮ࢱࣝࣇฎ⌮、ᨺᑕ⥺ฎ⌮

又は⣸外⥺ฎ⌮等を組ࡏࢃྜࡳて⾜うこと。

࢜ ᇵ㣴細胞でのࢫࣝ࢘ឤᰁの࣮ࣔࢱࢽ、ᝈ⪅ࣞࣝ࣋でのࢫࣝ࢘性ᝈの発

にᑐする࣮ࣔࢱࢽ及び␗種⾑Ύ成分にᑐするᢠ体⏘生等のㄪᰝのために、

用した⾑Ύの୍㒊を保管すること。

մ ᢠ生物質の用はᴟຊ㑊けるきである。たࡔし製造ึᮇの工⛬においてᢠ生物

質の用がྍḞと⪃えࡽれるሙྜには、その後の工⛬でྍ⬟な㝈りῶをᅗる

の㠃すᙳ㡪なࡰその科学的⌮由、᭱⤊製品での᥎定ṧᏑ㔞、ᝈ⪅に及、

ጇᙜ性をㄝ᫂すること。また、用いるᢠ生物質に㐣ᩄの᪤ Ṕのあるᝈ⪅のࡽ

ሙྜには、本療を㐺ᛂすきではない。なお、ᢠ生物質を用するሙྜでも༑

分に㝖ཤされることが❧ドされるሙྜには、その用をጉࡆるものではない。
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յ 成長ᅉᏊを用いるሙྜには、細胞ᇵ㣴≉性の⌧性を保ドするために、えࡤ⣧

ᗘ及びຊ౯に関するつ᱁をタ定する等㐺ษな品質管⌮ἲを♧すこと。

ն ᭱⤊製品にྵ᭷しているྍ⬟性のあるᇵᆅ成分や᧯సのために用いࡽれたその

の成分等については、生体にᝏᙳ㡪を及ࡰさないものを㑅ᢥすること。

շ 細胞として␗種動物由来の細胞を用いるሙྜには、␗種動物由来のឤ࣮ࢲ࣮ࣇ

ᰁのࣜࢡࢫのほⅬࡽ安全性を確保すること。

(2) 非細胞・組織成分と組み合わせる場合

ձ 細胞・組織以外の原ᮦ料の品質及び安全性について

細胞・組織とともに᭱⤊製品の୍㒊をᵓ成する細胞・組織以外の原ᮦ料（࣐ト

等）がࢬ࣮ࣅ及び࣮ࣂࣇ、⭷ᨭᣢ、ࢻ࣮࢛ࣝࣇࣕ࢟ࢫ、医療ᮦ料、ࢫࢡࢵࣜ

あるሙྜには、その品質及び安全性に関する知見について᫂ࡽにすること。

ᙜヱ原ᮦ料の種㢮と≉性、᭱⤊製品におけるᙧែ・機⬟及び定される⮫ᗋ㐺

ᛂのほⅬࡽ見た品質、安全性及び᭷ຠ性ホ౯との関㐃を຺して、㐺ษなሗ

をᥦ౪すること。生体྾性ᮦ料を用いるሙྜには、分ゎ生成物に関して必要な

ヨ験をᐇすること。

なお、必要なヨ験等については、平成1�年2月13日付け医薬ᑂ発第0213001号厚

生労働省医薬食品局ᑂᰝ管⌮ㄢ長通知「医療用ලの製造（㍺ධ）ᢎㄆ申ㄳに必要

な生物学的ヨ験の基本的⪃え᪉について」等をཧ↷し、ヨ験⤖ᯝ及びᙜヱ原ᮦ料

を用することのጇᙜ性を♧すこと。ᩥ⊩ࡽの知見、ሗをྜ⌮的にά用する

こと。

ղ ┠的とする細胞・組織との┦స用について

細胞・組織との┦స用に関し、以下の事㡯について、確ㄆ᪉ἲ及び確ㄆ⤖ᯝ

を♧すこと。

 㠀細胞・組織成分が、定される⮫ᗋ㐺ᛂに必要な細胞・組織の機⬟、生⫱

⬟ຊ、ά性及び安定性にᝏᙳ㡪をえないこと。

 㠀細胞・組織成分との┦స用によって㉳こりᚓる、細胞のኚ␗、ᙧ質㌿

及び⬺分等を⪃៖し、そのᙳ㡪をྍ⬟な⠊ᅖでホ౯すること。

࢘ 細胞との┦స用によって、定される⮫ᗋ㐺ᛂにおいて㠀細胞・組織成分

にᮇᚅされる性質がᦆなࢃれないこと。

(3) 細胞に遺伝子工学的改変を加える場合

細胞に㑇ఏᏊをᑟධするሙྜは、ḟにᥖࡆる事㡯に関するヲ細を♧すこと。

ձ ┠的㑇ఏᏊのᵓ造、由来、ධᡭ᪉ἲ、ࢢࣥࢽ࣮ࣟࢡ᪉ἲ୪びにࢡࣥࣂ・ࣝࢭのㄪ

製᪉ἲ、管⌮᪉ἲ及び᭦᪂᪉ἲ等に関するሗ

ղ ᑟධ㑇ఏᏊの性質

ճ ┠的㑇ఏᏊ⏘物のᵓ造、生物ά性及び性質

մ 㑇ఏᏊᑟධᵓ成体をస製するために必要なすての原ᮦ料、性質及びᡭ㡰（㑇ఏ

Ꮚᑟධἲ୪びに㑇ఏᏊᑟධ用࣮ࢱࢡ࣋の由来、性質及びධᡭ᪉ἲ等）

յ 㑇ఏᏊᑟධᵓ成体のᵓ造や≉性
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ն ࣂ及びࢡࣥࣂのࢫࣝ࢘や㑇ఏᏊᑟධᵓ成体をస製するための細胞や࣮ࢱࢡ࣋

の管⌮᪉ἲࢡࣥ

㑇ఏᏊᑟධ細胞の製造᪉ἲについては、平成㸵年11月1�日付け薬発第1062号厚

生省薬ົ局長通知「㑇ఏᏊ療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針に

ついて」（以下、「㑇ఏᏊ療用医薬品指針」という。）の別添「㑇ఏᏊ療用医

薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」第２❶等をཧ↷すること。ま

た、同通知の別グに‽ࡌてタ定のጇᙜ性等を᫂ࡽにすること。

なお、㑇ఏᏊ組え生物等の用等のつไによる生物のከᵝ性の確保に関する

ἲᚊ�平成1�年ἲᚊ第��号）に基࡙き、「ヒトの細胞等」ⱝしࡃは「分する

⬟ຊを᭷する、又は分した細胞等であって、自↛᮲件においてಶ体に成⫱しな

いもの」以外の細胞、「ࢫࣝ࢘」及び「ࢻࣟ࢘」にᑐして㑇ఏᏊ工学的ᨵ

ኚを加えるሙྜには、別㏵ᡭ⥆きが必要となるので␃ពすること。

第２ 製造工程

細胞・組織加工医薬品等の製造にᙜたっては、製造᪉ἲを᫂確にし、ྍ⬟な⠊ᅖ

でそのጇᙜ性を以下の㡯┠で᳨ドし、品質の୍定性を保ᣢすること。

１ ロット構成の有無とロットの規定

製品がࣟࢵトをᵓ成するྰを᫂ࡽにすること。ࣟ 、トをᵓ成するሙྜにはࢵ

。ことࡃトのෆᐜについてつ定しておࢵࣟ

２ 製造方法

原ᮦ料となる細胞・組織のཷけධれ᭱ࡽ⤊製品に⮳る製造の᪉ἲのᴫ要を♧す

とともに、ල体的なฎ⌮ෆᐜ及び必要な工⛬管⌮、品質管⌮のෆᐜを᫂ࡽにする

こと。

(1) 受入検査

᥇ྲྀした細胞・組織について、細胞・組織の種㢮や用┠的にᛂࡌてᐇする

ཷධのためのヨ験᳨ᰝの㡯┠（えࡤ、┠ど᳨ᰝ、㢧ᚤ㙾᳨ᰝ、᥇ྲྀ⋡、生Ꮡ

⋡、細胞・組織の≉性ゎᯒ及びᚤ生物ヨ験等）と各㡯┠のุ定基‽をタ定するこ

と。確ㄆ申ㄳẁ㝵にあっては、それまでにᚓࡽれたヨ験᳨体でのᐇ ್をᥦ♧し、

これࡽを踏まえたᬻ定್を♧すこと。

(2) 細菌、真菌及びウイルス等の不活化・除去

᥇ྲྀした細胞・組織について、その細胞生Ꮡ⋡や⾲⌧ᆺ、㑇ఏᙧ質及び≉᭷の

機⬟そのの≉性及び品質にᙳ㡪を及ࡰさない⠊ᅖで、必要つྍ⬟なሙྜは細

⳦、┿⳦及びࢫࣝ࢘等をά又は㝖ཤするฎ⌮を⾜うこと。ᙜヱฎ⌮に関す

る᪉⟇とホ౯᪉ἲについて᫂ࡽにすること。

(3) 組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離等

᥇ྲྀした細胞・組織ࡽ製品を製造するึᮇの㐣⛬で⾜ࢃれる組織の細ษ、細

胞の分㞳、≉定細胞の༢㞳及びそれࡽのὙί等の᪉ἲを᫂ࡽにすること。≉定

細胞の༢㞳を⾜うሙྜには、その確ㄆ᪉ἲをタ定すること。
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(4) 培養工程

製造工⛬୰にᇵ㣴工⛬がྵまれるሙྜは、ᇵᆅ、ᇵ㣴᮲件、ᇵ㣴ᮇ㛫及び⋡

等を᫂ࡽにすること。

(5) 細胞のバンク化

細胞・組織加工医薬品等の製造のいࡎれの㐣⛬で、細胞をࢡࣥࣂするሙྜ

には、その⌮由、ࢡࣥࣂ・ࣝࢭのస製᪉ἲ及びࢡࣥࣂ・ࣝࢭの≉性ゎᯒ、保Ꮡ・

⥔ᣢ・管⌮᪉ἲ・᭦᪂᪉ἲそのの各సᴗ工⛬やヨ験に関するᡭ㡰等についてヲ

細を᫂ࡽにし、ጇᙜ性を♧すこと。平成12年�月14日付け医薬ᑂ第8�3号厚生省

医薬安全局ᑂᰝ管⌮ㄢ長通知「生物薬品（࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ࢜ࣂᛂ用医薬品㸭生物

㉳※由来医薬品）製造用細胞基の由来、ㄪ製及び≉性ゎᯒについて」等をཧ⪃

とすること。

(6) 製造工程中の取り違え及びクロスコンタミネーション防止対策

細胞・組織加工医薬品等の製造にあたっては、製造工⛬୰のྲྀり㐪え及びࣟࢡ

ࡽの㜵Ṇが㔜要であり、工⛬管⌮における㜵Ṇᑐ⟇を᫂ࣥࣙࢩ࣮ࢿ࣑ࢱࣥࢥࢫ

にすること。

３ 加工した細胞の特性解析

加工した細胞について、加工にకうኚをㄪるために、えࡤ、ᙧែ学的≉ᚩ、

ቑṪ≉性、生学的指ᶆ、ච学的指ᶆ、≉ᚩ的⏘生物質、その㐺ษな㑇ఏᆺ又

は⾲⌧ᆺの指ᶆをゎᯒするとともに、必要にᛂࡌて機⬟ゎᯒを⾜うこと。

また、ᇵ㣴ᮇ㛫のጇᙜ性及び細胞の安定性をホ౯するために、予定のᇵ㣴ᮇ㛫を

㉸えてᇵ㣴した細胞において┠的外のኚがないことを♧すこと。

４ 最終製品の形態、包装

᭱⤊製品のᙧែ、ໟは、製品の品質を確保できるものでなけれࡤなࡽない。

５ 製造方法の恒常性

細胞・組織加工医薬品等の製造にᙜたっては、製造工⛬を通ࡌて、ಶ別に加工し

た製品の細胞ᩘ、細胞生Ꮡ⋡୪びに製品の用┠的及び㐺用᪉ἲ等ࡳࡽた≉ᚩ（⾲

⌧ᆺの㐺ษな指ᶆ、㑇ఏᆺの㐺ษな指ᶆ、機⬟≉性及び┠的とする細胞のྵ᭷⋡等）

が製品（ࣟࢵト）㛫で本質的にᦆなࢃれないことを、ヨ験的᳨体を用いてあࡌࡽ

めホ౯しておࡃこと。

製造工⛬୰の⤖保Ꮡᮇ㛫や加工にకう細胞ᇵ㣴のᮇ㛫が長ᮇに及ࡪሙྜには୍

定ᮇ㛫ࡈとに↓⳦ヨ験を⾜うな、↓⳦性が確保されることを確ㄆすること。

６ 製造方法の変更

㛤発㏵୰に製造᪉ἲをኚ᭦したሙྜ、ኚ᭦๓の製造᪉ἲによる製品を用いてᚓた

ヨ験成⦼を確ㄆ申ㄳ又はᢎㄆ申ㄳに用するときは、製造᪉ἲኚ᭦๓後の製品の同

等性及び同質性を♧すこと。
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第３ 最終製品の品質管理

１ 総論

細胞・組織加工医薬品等の品質管⌮全体の᪉⟇としては、᭱⤊製品のつ᱁及びヨ

験᪉ἲのタ定、ಶ別ᝈ⪅の㐺用ࡈとの原ᮦ料の品質管⌮、製造工⛬のጇᙜ性の᳨

ドと୍定性の⥔ᣢ管⌮の、୰㛫製品の品質管⌮を㐺ṇに⾜うこと等がᣲࡽࡆれ

る。

᭱⤊製品のつ᱁及びヨ験᪉ἲについては、ᑐ㇟とする細胞・組織の種㢮及び性質、

製造᪉ἲ、各製品の用┠的や用᪉ἲ、安定性、用ྍ⬟なヨ験ἲ等によって␗

なると⪃えࡽれるため、ྲྀりᢅう細胞・組織によってこれࡽの㐪いを༑分に⪃៖し

てタ定すること。また、製造工⛬のጇᙜ性の᳨ドと୍定性の⥔ᣢ管⌮ἲ、୰㛫製品

の品質管⌮等との┦⿵関係を⪃៖にධれて、全体として品質管⌮の┠的が㐩成

されるとのほⅬࡽ、ྜ⌮的につ᱁及びヨ験᪉ἲをタ定し、その᰿ᣐを♧すこと。

なお、確ㄆ申ㄳは、験をᐇする製品の品質としてၥ㢟がないとࡳなࡏることを

確ㄆすることを┠的としている。したがって、↓⳦性や࣐ࢬࣛࣉࢥ࣐のྰ定な

必㡲なものを㝖き、験後に⮫ᗋヨ験成⦼と品質の関係をㄽࡎるために必要な品質

≉性については、やࡴをᚓないሙྜはᑡᩘのヨ験的᳨体のᐇ ್をもとにそのኚ動

をしるき⠊ᅖෆにタ定するᬻ定的なつ᱁及びヨ験᪉ἲをタ定することでᕪしᨭ

えない。たࡔし、つ᱁及びヨ験᪉ἲをྵࡴ品質管⌮ἲは験の進⾜とともにᐇ・

ᩚഛをᅗること。

２ 最終製品の品質管理法

᭱⤊製品について、以下に♧す୍般的な品質管⌮㡯┠及びヨ験をཧ⪃として、必

要で㐺ษなつ᱁及びヨ験᪉ἲをタ定し、その᰿ᣐを᫂ࡽにすること。

トをᵓ成する製ࢵࣟ、とにࡈトをᵓ成しない製品を製造するሙྜはಶ別製品ࢵࣟ

品を製造するሙྜには、通ᖖ、各ಶ別製品ではなࡃ各ࣟࢵトが品質管⌮のᑐ㇟とな

るので、これを踏まえてそれࡒれ㐺ษなつ᱁、ヨ験᪉ἲをタ定すること。

(1) 細胞数並びに生存率

ᚓࡽれた細胞のᩘと生Ꮡ⋡は、᭱⤊製品又は必要にᛂࡌて㐺ษな製造工⛬の製

品で 定すること。なお、確ㄆ申ㄳにおいては、ᑡᩘのヨ験的᳨体でのᐇ ್

を踏まえたᬻ定的なつ᱁をタ定することでもⰋい。

(2) 確認試験

┠的とする細胞・組織のᙧែ学的≉ᚩ、生学的指ᶆ、ච学的指ᶆ、≉ᚩ的

⏘生物質その㐺ษな㑇ఏᆺあるいは⾲⌧ᆺの指ᶆを㑅ᢥして、┠的とする細胞

・組織であることを確ㄆすること。

(3) 細胞の純度試験

┠的細胞以外の␗ᖖቑṪ細胞、ᙧ質㌿細胞の᭷↓やΰධ細胞の᭷↓等の細胞

の⣧ᗘについて、┠的とする細胞・組織の由来、ᇵ㣴᮲件等の製造工⛬等を຺

し、必要にᛂࡌてヨ験㡯┠、ヨ験᪉ἲ及びุ定基‽を♧すこと。なお、確ㄆ申ㄳ

においては、ᑡᩘのヨ験的᳨体でのᐇ ್を踏まえたᬻ定的なつ᱁をタ定する
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ことでもⰋい。

(4) 細胞由来の目的外生理活性物質に関する試験

細胞由来の各種┠的外生⌮ά性物質のうち、製品୰でのᏑᅾ㔞ዴఱでᝈ⪅に安

全性上の㔜なᙳ㡪を及ࡰすྍ⬟性が᫂ࡽに定されるሙྜには、㐺ษなチᐜ

㔞㝈ᗘヨ験をタ定すること。なお、確ㄆ申ㄳにおいては、ᑡᩘのヨ験的᳨体で

のᐇ ್を踏まえたᬻ定的なつ᱁をタ定することでもⰋい。

(5) 製造工程由来不純物試験

原ᮦ料にᏑᅾする又は製造㐣⛬で㠀細胞・組織成分、ᇵᆅ成分、㈨ᮦ、ヨ薬

等に由来し、製品୰にΰධ物、ṧ␃物、又は᪂たな生成物、分ゎ物等としてᏑᅾ

するྍ⬟性があるもので、つ、品質及び安全性の㠃ࡳࡽてᮃましࡃない物質

等（えࢩ࢘、ࡤ⫾ඣ⾑Ύ由来の࣑ࣥࣈࣝ、ᢠ生物質等）については、ᙜヱ物

質の㝖ཤに関するࢫࢭࣟࣉホ౯やᙜヱ物質にᑐする工⛬ෆ管⌮ヨ験の⤖ᯝを⪃៖

してそのᏑᅾをྰ定する、又は㐺ษなヨ験をタ定してᏑᅾチᐜ㔞をつ定するこ

と。ヨ験ᑐ㇟物質の㑅定及びつ᱁್のタ定にᙜたっては、タ定のጇᙜ性について

᫂ࡽにすること。

なお、確ㄆ申ㄳにおいては、ᑡᩘのヨ験的᳨体でのᐇ ್を踏まえたᬻ定的

なつ᱁をタ定することでもⰋい。

(6) 無菌試験及びマイコプラズマ否定試験

᭱⤊製品の↓⳦性については、あࡌࡽめ᳨ࣔࣝࢹ体を用いて全製造工⛬を通

必要がある。᭱⤊製品についࡃて↓⳦性を確保できることを༑分にホ౯しておࡌ

て、ᝈ⪅に㐺用する๓に↓⳦性（୍般細⳦及び┿⳦ྰ定）をヨ験により♧すこと。

また、㐺ษなྰ࣐ࢬࣛࣉࢥ࣐定ヨ験をᐇすること㹿᭱⤊製品の↓⳦ヨ験等の⤖

ᯝが、ᝈ⪅のᢞ後にしᚓࡽれないሙྜには、ᢞ後に↓⳦性等がྰ定され

たሙྜのᑐฎ᪉ἲをあࡌࡽめタ定しておࡃこと。また、このሙྜ、୰㛫製品で

↓⳦性をヨ験により♧し、᭱⤊製品に⮳る工⛬の↓⳦性をཝᐦに管⌮する必要が

ある。また、同୍タ・同୍工⛬で以๓にのᝈ⪅の㐺用があるሙྜには、

全においてヨ験により↓⳦性が確ㄆされていること。ࣟࢵトをᵓ成する製品で

ᐦᑒ性が保ドされているሙྜには、代⾲によるヨ験でよい。㐺用ࡈとにヨ験を

ᐇする必要があるሙྜで、↓⳦ヨ験等の⤖ᯝが、ᝈ⪅のᢞ後にしᚓࡽれ

ないሙྜには、㐺用のྍྰは直㏆のࢱ࣮ࢹをཧ⪃にすることになるが、このሙྜ

でも᭱⤊製品の↓⳦ヨ験等は必ࡎ⾜うこと。

ᢠ生物質は細胞ᇵ㣴⣔でᴟຊ用しないことがᮃまれるが、用したሙྜには、

↓⳦ヨ験にᙳ㡪を及ࡰさないようฎ⨨すること。

(7) エンドトキシン試験

ヨ料୰のዃ㞧物のᙳ㡪を⪃៖してヨ験をᐇすること。つ᱁್は必ࡎしもᐇ 

್によࡎࡽ、日本薬局᪉等で♧されている᭱⤊製品の㸯ᅇᢞ㔞を基にした安全

ᇦを⪃៖してタ定すれࡤよい。また、工⛬ෆ管⌮ヨ験としてタ定することも⪃え

の⤖ᯝをྵめて基‽等をタ定し、そのࣥࣙࢩ࣮ࢹࣜࣂ、れるが、そのሙྜにはࡽ

ጇᙜ性をㄝ᫂すること。

(8) ウイルス試験
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+%9、+&9、+,9、+7/9をቑṪさࡏるྍ⬟性のある細胞のሙྜには、୰㛫製品、᭱

⤊製品等について、ቑṪྍ⬟性のあるࢫࣝ࢘についてそのᏑᅾ㔞に関するヨ験

をᐇし、細胞・組織加工医薬品等のᢞがᝈ⪅の┈になࡽないことを確ㄆ

する必要がある。また、製造工⛬୰で生物由来成分を用するሙྜには、᭱⤊製

品でᙜヱ成分由来のࢫࣝ࢘についてのྰ定ヨ験のᐇを⪃៖すきሙྜもある

㏞ホ౯でࢫࢭࣟࣉしྍ⬟な㝈り、もとの成分ẁ㝵でのヨ験やも知れない。し

ධがྰ定されていることがᮃましい。

(9) 効能試験

ᖿ細胞、ࣜࣥࣃ⌫、㑇ఏᏊᨵኚ細胞そのの細胞等、⮫ᗋ用┠的又は≉性に

ᛂࡌた㐺ษなຠ⬟ヨ験のᐇを⪃៖すきሙྜもある。なお、確ㄆ申ㄳにおいて

は、ᑡᩘのヨ験的᳨体によるᐇ ್を踏まえたᬻ定的なつ᱁をタ定することでも

Ⰻい。

(10) 力価試験

細胞・組織ࡽ分Ἢされる≉定の生⌮ά性物質の分Ἢがᙜヱ細胞・組織加工医

薬品等のຠ⬟又はຠᯝの本質であるሙྜには、その┠的としている必要なຠᯝを

発することを♧すために、ᙜヱ生⌮ά性物質に関する᳨ᰝ㡯┠及びつ᱁をタ定

すること。㑇ఏᏊをᑟධしたሙྜの発⌧⏘物又は細胞ࡽ分Ἢされる┠的の生成

物等について、ຊ౯、⏘生㔞等のつ᱁をタ定すること。なお、確ㄆ申ㄳにおい

ては、ᑡᩘのヨ験的᳨体によるᐇ ್を踏まえたᬻ定的なつ᱁をタ定することで

もⰋい。

(11) 力学的適合性試験

୍定のຊ学的ᙉᗘを必要とする製品については、㐺用㒊を⪃៖したຊ学的㐺

ྜ性及び⪏ஂ性を確ㄆするためのつ᱁をタ定すること。なお、確ㄆ申ㄳにおい

ては、ᑡᩘのヨ験的᳨体によるᐇ ್を踏まえたᬻ定的なつ᱁をタ定することで

もⰋい。

第３章 細胞・組織加工医薬品等の安定性

製品した細胞・組織加工医薬品等又は㔜要なそれࡽの୰㛫製品について、保Ꮡ・ὶ

通ᮇ㛫及び保Ꮡᙧែを༑分⪃៖して、細胞の生Ꮡ⋡及びຊ౯等に基࡙ࡃ㐺ษな安定性ヨ

験をᐇし、㈓ἲ及び᭷ຠᮇ㝈をタ定し、そのጇᙜ性を᫂ࡽにすること。≉に⤖保

管及びゎを⾜うሙྜには、⤖及びゎ᧯సによる製品の安定性やつ᱁のᙳ㡪がな

いを確ㄆすること。また、必要にᛂࡌてᶆ‽的な製造ᮇ㛫を㉸えるሙྜやᶆ‽的な保

Ꮡᮇ㛫を㉸える長ᮇ保Ꮡについても᳨ウし、安定性の㝈⏺をྍ⬟な⠊ᅖで確ㄆすること。

たࡔし、製品後直ちに用するようなሙྜはこの㝈りではない。

また、製品した細胞・組織加工医薬品等を運ᦙするሙྜには、運ᦙᐜ器及び運ᦙᡭ

㡰（ ᗘ管⌮等をྵࡴ）等を定め、そのጇᙜ性について᫂ࡽにすること。

第４章 細胞・組織加工医薬品等の非臨床安全性試験

製品の≉性及び㐺用ἲࡽホ౯が必要と⪃えࡽれる安全性関㐃事㡯について、技術的

にྍ⬟であれࡤ、科学的ྜ⌮性のある⠊ᅖで、㐺ษな動物を用いたヨ験又はLQ YLWUR で
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のヨ験をᐇすること。なお、㠀細胞・組織成分及び製造工⛬由来の⣧物等について

は、ྍ⬟な㝈り、動物を用いたヨ験ではなࡃ⌮学的分ᯒἲによりホ౯すること。

ヒト由来のヨ験用᳨体は貴㔜であり、また、ヒト由来の製品をᐇ験動物等でヨ験して

必ࡎしもព⩏ある⤖ᯝがᚓࡽれるとは㝈ࡽない。このため、動物由来の製品ࣔࣝࢹをస

成し㐺ษなᐇ験動物に㐺用するヨ験⣔によりヨ験を⾜うことで、より᭷用な知見がᚓࡽ

れると⪃えࡽれるሙྜには、ࡴしろ、このようなヨ験⣔を用いることに科学的ྜ⌮性が

あるሙྜがある。ሙྜによっては細胞を用いるヨ験⣔も⪃៖し、このようなࢳ࣮ࣟࣉ

によりヨ験を⾜った㝿には、そのヨ験⣔のጇᙜ性について᫂ࡽにすること。

以下に、必要にᛂࡌて㠀⮫ᗋ的に安全性を確ㄆする㝿のཧ⪃にすき事㡯及び␃ពⅬ

のを♧す。これࡽは♧であって、ྜ⌮性のないヨ験のᐇをồめる㊃᪨ではなࡃ、

製品の≉性等を⪃៖して㐺ษなヨ験を᳨ウすること。

㸯 ᇵ㣴ᮇ㛫を㉸えてᇵ㣴した細胞について、┠的外のᙧ質㌿を㉳こしていないこ

とを᫂ࡽにすること。

２ 必要にᛂࡌて細胞・組織が⏘生する各種ࢧトࣥ࢝、成長ᅉᏊ等の生⌮ά性物

質の定㔞を⾜い、生体ෆ㐺用したときのᙳ㡪に関して⪃ᐹを⾜うこと。

㸱 製品の㐺用がᝈ⪅等のṇᖖな細胞又は組織にᙳ㡪をえるྍ⬟性について᳨ウ、

⪃ᐹすること。

㸲 製品及びᑟධ㑇ఏᏊの発⌧⏘物等によるᮃましࡃないචᛂが生ࡌるྍ⬟性に

ついて᳨ウ、⪃ᐹすること。

㸳 製造工⛬で外来㑇ఏᏊのᑟධが⾜ࢃれているሙྜには、㑇ఏᏊ療用医薬品指針

に定めるところに‽ࡌてヨ験を⾜うこと。≉に、࣮ࢱࢡ࣋ࢫࣝ࢘を用したሙྜ

にはቑṪ性ࢫࣝ࢘がの⛬ᗘᏑᅾするを᳨ᰝするとともに、᳨ᰝ᪉ἲが㐺ษで

あることについても᫂ࡽにすること。

また、ᑟධ㑇ఏᏊ及びその⏘物の性≧についてㄪᰝし、安全性について᫂ࡽに

すること。細胞については、ቑṪ性のኚ、⭘⒆ᙧ成及びがࢇのྍ⬟性について

⪃ᐹし、᫂ࡽにすること。

㸴 動物由来のࣔࣝࢹ製品をྵめて製品のධᡭがᐜ᫆であり、つ⮫ᗋ上の㐺用に関

㐃する᭷用な安全性ሗがᚓࡽれるྍ⬟性があるሙྜには、ྜ⌮的にタィされた୍

般ẘ性ヨ験のᐇを⪃៖すること。

なお、୍般ẘ性ヨ験のᐇにᙜたっては、平成ඖ年�月11日付け薬ᑂ1第24号厚生

省薬ົ局᪂医薬品ㄢ長・ᑂᰝㄢ長㐃ྡ通知「医薬品の製造（㍺ධ）ᢎㄆ申ㄳに必要

なẘ性ヨ験のࣥࣛࢻ࢞について」の別添「医薬品ẘ性ヨ験ἲࣥࣛࢻ࢞」等

をཧ↷すること。

第５章 細胞・組織加工医薬品等の効力又は性能を裏付ける試験

㸯 技術的にྍ⬟つ科学的にྜ⌮性のある⠊ᅖで、ᐇ験動物又は細胞等を用い、㐺

ษにタィされたヨ験により、細胞・組織加工医薬品等の機⬟発⌧、స用ᣢ⥆性及び

医薬品・医療機器としてᮇᚅされるຠᯝを᳨ウすること。

２ 㑇ఏᏊᑟධ細胞にあっては、ᑟධ㑇ఏᏊࡽの┠的⏘物の発⌧ຠ⋡及び発⌧のᣢ

⥆性、ᑟධ㑇ఏᏊの発⌧⏘物の生物ά性୪びに医薬品等としてᮇᚅされるຠᯝ等を
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᳨ウすること。

㸱 㐺ᙜな動物由来細胞・組織製品ࣔࣝࢹ又はᝈࣔࣝࢹ動物があるሙྜには、それ

を用いて療ຠᯝを᳨ウすること。

㸲 確ㄆ申ㄳẁ㝵では、ᙜヱ製品のຠຊ又は性⬟による療がの療ἲとẚ㍑した

ときはるにඃれてᮇᚅできることがᅜෆ外のᩥ⊩又は知見等によりྜ⌮的に᫂ࡽ

。しもヲ細なᐇ験的᳨ウは必要とされないࡎにされているሙྜには、必

第６章 細胞・組織加工医薬品等の体内動態

㸯 製品をᵓ成する細胞・組織及びᑟධ㑇ఏᏊの発⌧⏘物について、技術的にྍ⬟で、

つ、科学的ྜ⌮性がある⠊ᅖで、ᐇ験動物での྾及び分ᕸ等の体ෆ動ែに関す

るヨ験等により、ᝈ⪅等に㐺用された製品୰の細胞・組織の生Ꮡᮇ㛫、ຠᯝᣢ⥆ᮇ

㛫を᥎ し、┠的とするຠᯝが༑分ᚓࡽれることを᫂ࡽにすること。

２ ᙜヱ細胞・組織が≉定の㒊（組織等）に฿㐩してస用するሙྜには、その局ᅾ

性を᫂ࡽにすること。

第７章 臨床試験

確ㄆ申ㄳのẁ㝵における安全性については、⮫ᗋ上の᭷用性を຺してホ౯されるも

のであり、細胞・組織加工医薬品等について予定されているᅜෆの験ィ⏬について以

下の㡯┠を踏まえてホ౯すること。

㸯 ᑐ㇟ᝈ

２ ᑐ㇟とする⿕験⪅及び⿕験⪅ࡽ㝖外すきᝈ⪅の⪃え᪉

㸱 細胞・組織加工医薬品等の㐺用をྵめ、⿕験⪅にᑐして⾜ࢃれる療ෆᐜ

㸲 ᪤Ꮡの療ἲとのẚ㍑を踏まえた⮫ᗋヨ験ᐇのጇᙜ性

㸳 ⌧ᅾᚓࡽれているሗࡽ定されるࣜࢡࢫ及びࢵࣇࢿ࣋トをྵめ、⿕験⪅

のㄝ᫂事㡯の

なお、⮫ᗋヨ験は、㐺ษなヨ験ࣥࢨࢹ及び࣏ࣥࢻ࢚ࣥトをタ定してᐇする必要

があり、┠的とする細胞・組織の由来、ᑐ㇟ᝈ及び㐺用᪉ἲ等を踏まえて㐺ษにィ⏬

すること。
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平成２０年９月１２日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

ヒト（同種）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の

品質及び安全性の確保について

ヒト由来の細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器（以下「細胞・組織加工

医薬品等」という ）の品質及び安全性を確保するための基本的な技術要件につ。

いては、平成12年12月26日付け医薬発第1314号厚生省医薬安全局長通知「ヒト又

は動物由来成分を原料として製造される医薬品等の品質及び安全性確保につい

て」の別添２「ヒト由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関す

る指針 （以下「平成12年指針」という ）を定め運用してきたが、その後の科」 。

学技術の進歩や経験の蓄積を踏まえ見直しを進めてきたところである。

ヒトの自己由来の細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保のための基

本的な技術要件については、平成20年２月８日付け薬食発第0208003号厚生労働

省医薬食品局長通知「ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機

器の品質及び安全性の確保について」により通知したところであるが、今般、ヒ

トの同種由来の細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保のための基本的

な技術要件についても、別添「ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の品質

及び安全性の確保に関する指針」のとおりとりまとめたので、御了知の上、貴管

下関係団体、関係機関等に周知願いたい。

なお、これに伴い、平成12年指針は廃止することとする。
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ヒト（同種）由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針

はߓめに

１㧚 本指針は、ヒト由来細胞・組織のうߜ、同種由来細胞・組織（自己由来細胞・組

織を㒰ߊ ）を加工した医薬品又は医療機器（以下「細胞・組織加工医薬品等」とい。

。） 。う の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件について定めるものである

し߆しながࠄ、細胞・組織加工医薬品等の種㘃や․性、⥃ᐥ上のㆡ用ᴺはᄙ種ᄙ

᭽であり、また、本分㊁における科学的進歩や経験の蓄積は日進月歩である。本指

針を৻ᓞにㆡ用したり、本指針のౝኈがᔅ要事㗄すߴてを൮しているとߺなすこ

とがᔅߕしもㆡಾでない႐วもある。したがߞて、ޘの医薬品等についての⹜験

のታᣉや⹏ଔに㓙しては本指針の⋡的を踏まえ、そのᤨὐの学の進歩をᤋした

วℂ的ᩮに基ߠき、ࠬࠤ・ࠗࡃ・ࠬࠤでᨵエにኻᔕすることがᔅ要であるこ

と。

２㧚 平成11年�月30日付け医薬発第906号厚生省医薬安全局長通知「細胞・組織を用

した医療用ౕ又は医薬品の品質及び安全性の確保について」による確↳⺧ᤨὐに

おける本指針߳のㆡว性の確の⿰ᣦは、ᒰ細胞・組織加工医薬品等のᴦ験を㐿

ᆎするにᒰたߞてᡰ㓚となる品質及び安全性上の㗴がሽする߆ุ߆の確にあ

る。したがߞて、確↳⺧の႐ว、その↳⺧にᒰたߞて添付するߴき⾗料について

。本指針に␜された要件やౝኈをすߴてలたすことをᔅߕしも᳞めている⸶ではない

製造⽼ᄁᛚ↳⺧ᤨにおける品質及び安全性の確保のための⾗料はᴦ験の進ⴕとと

もに本指針にᴪߞてలታᢛされることを೨ឭに、確↳⺧では、ᒰᤨὐでその

⿰ᣦにㆡう᧦件をలたし、วℂ的に成されたㆡಾな⾗料をឭすること。

また、確にᔅ要とされる⾗料の▸࿐及び⒟ᐲについては、ᒰ製品の由来、ኻ

⽎∔ᖚ、ኻ⽎ᖚ⠪、ㆡ用ㇱ、ㆡ用ᣇᴺ及び加工ᣇᴺ等により⇣なり、本指針では

ౕ体的に߆ࠄでないこともዋなߊないので、別に⁛┙ⴕᴺੱ医薬品医療機器

✚ว機᭴に⋧⺣することがᦸましい。
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第１章 総則

第１ 目的

本指針は、ヒト由来細胞・組織のうߜ、同種由来細胞・組織（自己由来のものを

。） （ 「 」 。）㒰ߊ を加工した医薬品又は医療機器 以下 細胞・組織加工医薬品等 という

の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件について定めるものである。

第２ 定義

本指針における用⺆の定⟵は以下のとおりとする。

１ 「細胞・組織の加工」とは、∔ᖚのᴦ療や組織のୃᓳ又はౣᑪを⋡的として、細

胞・組織のੱὑ的なჇᱺ、細胞のᩣൻ、細胞・組織のᵴ性ൻ等を⋡的とした薬ಣ

ℂ、生物学的․性ᡷᄌ、㕖細胞・組織成分との組ߺวߖࠊ又はㆮવሶ工学的ᡷᄌ等

をᣉすことをいう。

組織の分㔌、組織の細ಾ、細胞の分㔌、․定細胞のන㔌、᛫生物質によるಣℂ、

ᵞᵺ、ࠟࡑࡦ✢等によるṌ⩶、಄ಓ、⸃ಓ等は加工とߺなさない。

２ 「製造」とは、加工に加え、組織の分㔌、組織の細ಾ、細胞の分㔌、․定細胞の

න㔌、᛫生物質によるಣℂ、ᵞᵺ、ࠟࡑࡦ✢等によるṌ⩶、಄ಓ、⸃ಓ等、ᒰ細

胞・組織の本来の性質をᡷᄌしないᠲをⴕὑで、ᦨ⚳製品である細胞・組織

用製品を⩄するまでにⴕうⴕὑをいう。

㧟 「ဳ」とは、ある৻定のⅣႺ᧦件のもとで、あるㆮવሶによߞてされる

ᒻᘒ学的及び生ℂ学的な性質をいう。

㧠 とは、ヒトのਥ要組織ㆡว性᛫原ဳである*.#（ヒト⊕ⴊ᛫「ࠣࡦࡇࠗ࠲#.*」

原）のࡊࠗ࠲を․定することをいう。

㧡 とは、細胞・組織加工医薬品等の原料となる細胞・組織をឭଏするヒ「࠽࠼」

トをいう。

㧢 「ㆮવሶዉ᭴成体」とは、⋡的ㆮવሶをᮡ的細胞にዉするための運៝体、⋡

的ㆮવሶ及びその機⢻発にᔅ要な要⚛をࠦ࠼するႮ基㈩等ࠄ߆᭴成されるも

のをいう。

第２章 製造方法

第１ 原材料及び製造関連物質

１ 目的とする細胞・組織

(1) 起源及び由来、選択理由

原᧚料として用いࠄれる細胞・組織のḮ及び由来について⺑し、ᒰ細胞・

組織をㆬᛯしたℂ由を߆ࠄにすること。

(2) 原材料となる細胞・組織の特性と適格性

Ԙ 生物学的᭴造・機⢻の․ᓽとㆬᛯℂ由

原᧚料として用いࠄれる細胞・組織について、その生物学的᭴造・機⢻の․ᓽ

を、え߫、ᒻᘒ学的․ᓽ、Ⴧᱺ․性、生ൻ学的指ᮡ、∉学的指ᮡ、․ᓽ的↥
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生物質、*.#ࠣࡦࡇࠗ࠲、そのઁㆡಾなㆮવဳ又はဳの指ᮡࠄ߆ㆡቱㆬᛯし

て␜し、ᒰ細胞・組織を原料としてㆬᛯしたℂ由を⺑すること。

ԙ のㆬᛯ基Ḱ、ㆡᩰ性࠽࠼

が୶ℂ的にㆡಾにㆬᛯされたことを␜すこと。また、年㦂、性別、᳃ᣖ࠽࠼

学的․ᓽ、∛ᱧ、ஜᐽ⁁ᘒ、ណข細胞・組織をしてᗵᨴするน⢻性がある各種

ᗵᨴ∝に関するᬌᩏ㗄⋡、∉ㆡว性等を⠨ᘦして、ㆬᛯ基Ḱ、ㆡᩰ性基Ḱを定

め、そのᅷᒰ性を߆ࠄにすること。

․に㧮ဳ⢄Ἳ
*$8�、㧯ဳ⢄Ἳ
*%8�、ヒト∉ਇ全࠙ࠗ（8+*）ࠬ࡞ᗵᨴ∝、

成ੱ㨀細胞⊕ⴊ∛
㧮１９ᗵᨴ∝については、⸻及びᬌࠬ࡞ࠗ࠙ࡏ࡞ࡄ、�6.8*

ᩏ（ⴊᷡ学的⹜験やᩭ㉄Ⴧᴺ等）によりุ定すること。また、ࠗࠨト࠙ࡠࠟࡔ

ᗵᨴについてはᔅ要にࠬ࡞ࠗ࠙࡞ࠗ࠽ᗵᨴ及び࠙ࠛࠬトࠬ࡞ࠗ࠙$'、ᗵᨴࠬ࡞ࠗ

ᔕߓてᬌᩏによりุ定すること。

このઁ、ᰴにឝߍるものについてはᣢᓔᱧ、⸻等の⸻ᢿをⴕうとともに、ャ

ⴊ、⒖ᬀ医療をฃけた経験のή等࠽࠼ࠄ߆としてのㆡᩰ性を್ᢿすること。

・᪢Ქトࠕࠫࡒࠢ、ࡑࡀࡐ、ᶷ⩶、⚿ᩭ⩶等の細⩶によるᗵᨴ∝

・ᢌⴊ∝及びその⇼い

・ᖡ性⣲≌

・㊀◊なઍ⻢及びౝ分ᴲ∔ᖚ

・⤔原∛及びⴊᶧ∔ᖚ

・⢄∔ᖚ

・વ㆐性ᶏ✎⁁⣖∝及びその⇼いਗびにそのઁの知∝

(3) ドナーに関する記録

原᧚料となる細胞・組織について、安全性確保上ᔅ要なᖱႎが確できるよう、

に関する⸥㍳がᢛ、保管されていること。また、そのౕ体的ᣇ╷を␜すこ࠽࠼

と。

(4) 細胞・組織の採取・保存・運搬

Ԙ ណข⠪及びណข医療機関等のㆡᩰ性

ណข⠪及びណข医療機関等に᳞めるߴき技術的要件について、߆ࠄにするこ

と。

ԙ ណขㇱ及びណขᣇᴺのᅷᒰ性

細胞のណขㇱのㆬ定基Ḱ、ណขᣇᴺを␜し、これࠄが科学的及び୶ℂ的にㆡ

ಾにㆬᛯされたものであることを߆ࠄにすること。ណขᣇᴺについては、用い

㒐止のためࡦ࡚ࠪࡀࡒ࠲ࡦࠦࠬࡠれる器ౕ、ᓸ生物ᳪᨴ㒐止、ขり㆑えやࠢࠄ

のᣇ╷等をౕ体的に␜すこと。

Ԛ にኻする⺑及び同ᗧ࠽࠼

細胞・組織ណขᤨの࠽࠼にኻする⺑及び同ᗧのౝኈをⷙ定すること。

ԛ ⼔のੱᖱႎの保࠽࠼

。のੱᖱႎの保⼔ᣇ╷についてౕ体的にⷙ定すること࠽࠼
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Ԝ の安全性確保のための⹜験ᬌᩏ࠽࠼

細胞・組織ណขᤨに࠽࠼の安全性確保のためにណขㇱの⁁ᘒの確なߤ⹜

験ᬌᩏをⴕࠊなけれ߫なࠄない႐วには、そのౝኈ、ᬌᩏ⚿ᨐ等に㗴があߞた

႐วのኻಣᴺについてౕ体的にⷙ定すること。

ԝ 保ሽᣇᴺ及びขり㆑え㒐止╷

ណขした細胞・組織を৻定ᦼ㑆保ሽするᔅ要がある႐วには、保ሽ᧦件や保ሽ

ᦼ㑆及びその⸳定のᅷᒰ性について߆ࠄにすること。また、ขり㆑えをㆱける

ためのᚻᲑやᚻ㗅等についてౕ体的に⺑すること。

Ԟ 運៝ᣇᴺ

ណข細胞・組織を運៝するᔅ要がある႐วには、運៝ኈ器、運៝ᚻ㗅（᷷ᐲ管

ℂ等を ）を定め、そのᅷᒰ性について߆ࠄにすること。。

ԟ ⸥㍳の成及び保管ᣇᴺ

Ԙ㨪Ԟに関する事㗄について、ታᣉの⸥㍳をᢥᦠで成し、ㆡಾに保管するᣇ

ᴺについて߆ࠄにすること。

２ 目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質

⋡的とする細胞・組織以ᄖの原᧚料及び製造関ㅪ物質を߆ࠄにし、そのㆡᩰ性

を␜すとともに、ᔅ要にᔕߓてⷙᩰを⸳定し、ㆡಾな品質管ℂをⴕうことがᔅ要で

ある。

なお、生物由来製品又は․定生物由来製品を原᧚料として用する႐วは、その

用㊂をᔅ要ᦨዊ㒢とし 「生物由来原料基Ḱ （平成1�年厚生労働省๔␜第210号）、 」

をはߓめとする関ㅪᴺ及び通知をㆩすること。․に、࠙ࠗࠬ࡞ਇᵴൻ及び㒰

に関するᖱႎをච分に⹏ଔするᔅ要がある߶߆、㆚及⺞ᩏ等を確保するᣇ╷につい

ても߆ࠄにすること。

(1) 細胞の培養を行う場合

Ԙ ၭ、添加成分（ⴊᷡ、成長࿃ሶ及び᛫生物質等）及び細胞のಣℂに用いる⹜薬

等のすߴての成分等についてそのㆡᩰ性を߆ࠄにし、ᔅ要にᔕߓてⷙᩰを⸳定

すること。各成分等のㆡᩰ性の್定及びⷙᩰの⸳定にᒰたߞては、ᦨ⚳製品のㆡ

用経〝等を⠨ᘦすること。

ԙ ၭ成分については、以下のὐに⇐ᗧすること。

ࠕ ၭに用する成分及び᳓は、น⢻な▸࿐で医薬品又は医薬品原料に⋧ᒰす

る基Ḱで品質管ℂされている生物学的⚐ᐲの㜞い品質のものを用すること。

ࠗ ၭに用する成分はਥ成分のߺでなߊ用するすߴての成分についてࠄ

、しߛて品質管ℂᴺ等を確にすること。たߓにし、ㆬᛯℂ由及びᔅ要にᔕ߆

ၭの᭴成成分が周知のもので、Ꮢ⽼品等が৻般的に用されている &/'/、

/%&$、*#/、42/+ のようなၭは１つのものと⠨えてよい。

࠙ すߴての成分をしたၭのᦨ⚳品については、ή⩶性及び⋡的としたၭ

。 、㙃にㆡしていることを್定するための性⢻⹜験をታᣉするᔅ要がある そのઁ

工⒟管ℂ上ᔅ要とᕁࠊれる⹜験㗄⋡をⷙᩰとして⸳定し、ㆡಾな品質管ℂをⴕ
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うᔅ要がある。

Ԛ ⇣種ⴊᷡ及び⇣種もしߊは同種のⴊᷡに由来する成分については、細胞ᵴ性ൻ又

はჇᱺ等の加工にᔅ㗇でなけれ߫用しないこと。․に➅りして用するน⢻

性のある製品ではน⢻な㒢り用をㆱけるようᬌ⸛すること。ⴊᷡ等の用がㆱ

けࠄれない႐วには、以下のὐを⠨ᘦし、ⴊᷡ等ࠄ߆の細⩶、⌀⩶、࠙ࠗࠬ࡞及

び⇣Ᏹࡦࠝࡊ等のᷙ・વを㒐止するとともに、ᦨ⚳製品ࠄ߆น⢻な㒢り㒰

するようಣℂᣇᴺ等をᬌ⸛すること。

ࠕ ⴊᷡ等の由来を確にすること。

ࠗ ‐ᶏ✎⁁⣖∝発生ၞࠄ߆のⴊᷡをᭂജㆱける等ᗵᨴ∝ࠢࠬのૐᷫにദ

めること。

࠙ 由来動物種に․⇣的な࠙ࠗࠬ࡞やࡑ࠭ࡊࠦࠗࡑに関するㆡಾなุ定⹜験を

ⴕい、࠙ࠗࠬ࡞等にᳪᨴされていないことを確した上で用すること。

ࠛ 細胞のᵴ性ൻ、Ⴧᱺにᓇ㗀をਈえない▸࿐で細⩶、⌀⩶及び࠙ࠗࠬ࡞等にኻ

するㆡಾなਇᵴൻಣℂ及び㒰ಣℂをⴕう。え߫、ẜ的な࠙ࠗᷙࠬ࡞の

ෂ㒾性をㆱけるために、ᔅ要にᔕߓて加ᾲಣℂ、࠲࡞ࠖࡈಣℂ、✢ಣℂ

又は⚡ᄖ✢ಣℂ等を組ߺวߖࠊてⴕうこと。

ࠝ ၭ㙃細胞での࠙ࠗࠬ࡞ᗵᨴの࠲࠾ࡕ、ᖚ⠪࡞ࡌでの࠙ࠗࠬ࡞性∔ᖚの発

∝にኻする࠲࠾ࡕ及び⇣種ⴊᷡ成分にኻする᛫体↥生等の⺞ᩏのために、

用したⴊᷡの৻ㇱを保管すること。

ԛ ᛫生物質の用はᭂജㆱけるߴきである。たߛし製造ೋᦼの工⒟において᛫生物

質の用がਇนᰳと⠨えࠄれる႐วには、その後の工⒟でน⢻な㒢りẋᷫを࿑る

߆の㕙ߤその科学的ℂ由、ᦨ⚳製品でのផ定ᱷሽ㊂、ᖚ⠪に及߷すᓇ㗀な、߆߶

ᅷᒰ性を⺑すること。また、用いる᛫生物質にㆊᢅ∝のᣢᓔᱧのあるᖚ⠪のࠄ

႐วには、本ᴦ療をㆡᔕすߴきではない。なお、᛫生物質を用する႐วでもච

分に㒰されることが┙⸽される႐วには、その用をᅹߍるものではない。

Ԝ 成長࿃ሶを用いる႐วには、細胞ၭ㙃․性のౣ性を保⸽するために、え߫⚐

ᐲ及びജଔに関するⷙᩰを⸳定する等ㆡಾな品質管ℂᴺを␜すこと。

ԝ ᦨ⚳製品にしているน⢻性のあるၭ成分やᠲのために用いࠄれたそのઁ

の成分等については、生体にᖡᓇ㗀を及߷さないものをㆬᛯすること。

Ԟ 細胞として⇣種動物由来の細胞を用いる႐วには、⇣種動物由来のᗵ࠳ࠖࡈ

ᨴ∝のࠢࠬのⷰὐࠄ߆安全性を確保すること。

(2) 非細胞・組織成分と組み合わせる場合

Ԙ 細胞・組織以ᄖの原᧚料の品質及び安全性について

細胞・組織とともにᦨ⚳製品の৻ㇱを᭴成する細胞・組織以ᄖの原᧚料（ࡑト

等）が࠭ࡆ及びࡃࠗࠔࡈ、⤑ᡰᜬ、࠼࡞ࠜࡈࡖࠠࠬ、医療᧚料、ࠬࠢ࠶

ある႐วには、その品質及び安全性に関する知見について߆ࠄにすること。

ᒰ原᧚料の種㘃と․性、ᦨ⚳製品におけるᒻᘒ・機⢻及びᗐ定される⥃ᐥㆡ

ᔕのⷰὐࠄ߆見た品質、安全性及びല性⹏ଔとの関ㅪをൊ᩺して、ㆡಾなᖱႎ

をឭଏすること。生体ๆ性᧚料を用いる႐วには、分⸃生成物に関してᔅ要な
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⹜験をታᣉすること。

なお、ᔅ要な⹜験等については、平成1�年2月13日付け医薬ክ発第0213001号厚

生労働省医薬食品局ክᩏ管ℂ⺖長通知「医療用ౕの製造（ャ）ᛚ↳⺧にᔅ要

な生物学的⹜験の基本的⠨えᣇについて」等をෳᾖし、⹜験⚿ᨐ及びᒰ原᧚料

を用することのᅷᒰ性を␜すこと。ᢥ₂ࠄ߆の知見、ᖱႎをวℂ的にᵴ用する

こと。

ԙ ⋡的とする細胞・組織との⋧用について

細胞・組織との⋧用に関し、以下の事㗄について、確ᣇᴺ及び確⚿ᨐ

を␜すこと。

ࠕ 㕖細胞・組織成分が、ᗐ定される⥃ᐥㆡᔕにᔅ要な細胞・組織の機⢻、生⢒

⢻ജ、ᵴ性及び安定性にᖡᓇ㗀をਈえないこと。

ࠗ 㕖細胞・組織成分との⋧用によߞてこりᓧる、細胞のᄌ⇣、ᒻ質ォ឵

及び⣕分ൻ等を⠨ᘦし、そのᓇ㗀をน⢻な▸࿐で⹏ଔすること。

࠙ 細胞との⋧用によߞて、ᗐ定される⥃ᐥㆡᔕにおいて㕖細胞・組織成分

にᦼᓙされる性質が៊なࠊれないこと。

Ԛ 細胞・組織とㆡ用ㇱを㓒㔌する⋡的で㕖細胞・組織成分を用する႐ว

㕖細胞・組織成分を細胞・組織とㆡ用ㇱを㓒㔌する⋡的で用する႐ว、下

⸥の㗄⋡をෳ⠨にലᨐ、安全性を確すること。

ࠕ ∉㓒㔌の⒟ᐲ

ࠗ 細胞由来の⋡的生ℂᵴ性物質の⤑ㅘㆊࠠࠬࠢࠖ࠹ࡀと薬ℂലᨐ

࠙ ᩕ㙃成分及びឃᴭ物のᢔ

ࠛ 㕖細胞・組織成分がㆡ用ㇱ周ㄝに及߷すᓇ㗀

(3) 細胞に遺伝子工学的改変を加える場合

細胞にㆮવሶをዉする႐วは、ᰴにឝߍる事㗄に関する細を␜すこと。

Ԙ ⋡的ㆮવሶの᭴造、由来、ᚻᣇᴺ、ࠢࠣࡦ࠾ࡠᣇᴺਗびにࠢࡦࡃ・࡞の⺞

製ᣇᴺ、管ℂᣇᴺ及びᦝᣂᣇᴺ等に関するᖱႎ

ԙ ዉㆮવሶの性質

Ԛ ⋡的ㆮવሶ↥物の᭴造、生物ᵴ性及び性質

ԛ ㆮવሶዉ᭴成体を製するためにᔅ要なすߴての原᧚料、性質及びᚻ㗅（ㆮવ

ሶዉᴺਗびにㆮવሶዉ用࠲ࠢࡌの由来、性質及びᚻᣇᴺ等）

Ԝ ㆮવሶዉ᭴成体の᭴造や․性

ԝ ࡃൻ及びࠢࡦࡃのࠬ࡞やㆮવሶዉ᭴成体を製するための細胞や࠙ࠗ࠲ࠢࡌ

の管ℂᣇᴺࠢࡦ

ㆮવሶዉ細胞の製造ᣇᴺについては、平成㧣年11月1�日付け薬発第1062号厚

生省薬ോ局長通知「ㆮવሶᴦ療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針に

ついて （以下 「ㆮવሶᴦ療用医薬品指針」という ）の別添「ㆮવሶᴦ療用医」 、 。

薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」第２┨等をෳᾖすること。ま

た、同通知の別⸥にḰߓて⸳定のᅷᒰ性等を߆ࠄにすること。

なお、ㆮવሶ組឵え生物等の用等のⷙによる生物のᄙ᭽性の確保に関する
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ᴺᓞ
平成1�年ᴺᓞ第9�号）に基ߠき 「ヒトの細胞等」⧯しߊは「分ൻする、

⢻ജをする、又は分ൻした細胞等であߞて、自ὼ᧦件において体に成⢒しな

いもの」以ᄖの細胞 、にኻしてㆮવሶ工学的ᡷ「࠼ࠗࡠࠗ࠙」及び「ࠬ࡞ࠗ࠙」

ᄌを加える႐วには、別ㅜᚻ⛯きがᔅ要となるので⇐ᗧすること。

第２ 製造工程

細胞・組織加工医薬品等の製造にᒰたߞては、製造ᣇᴺを確にし、น⢻な▸࿐

でそのᅷᒰ性を以下の㗄⋡でᬌ⸽し、品質の৻定性を保ᜬすること。

１ ロット構成の有無とロットの規定

。 、製品が࠶ࡠトを᭴成する߆ุ߆を߆ࠄにすること トを᭴成する႐วには࠶ࡠ

。ことߊトのౝኈについてⷙ定してお࠶ࡠ

２ 製造方法

原᧚料となる細胞・組織のฃけれࠄ߆ᦨ⚳製品に⥋る製造のᣇᴺの要を␜す

とともに、ౕ体的なಣℂౝኈ及びᔅ要な工⒟管ℂ、品質管ℂのౝኈを߆ࠄにする

こと。

(1) 受入検査

原᧚料となる細胞・組織について、細胞・組織の種㘃や用⋡的にᔕߓてታᣉす

るฃのための⹜験ᬌᩏの㗄⋡（え߫、⋡ⷞᬌᩏ、㗼ᓸ㏜ᬌᩏ、ណข₸、生ሽ

、 ） 。₸ 細胞・組織の․性⸃ᨆ及びᓸ生物⹜験等 と各㗄⋡の್定基Ḱを⸳定すること

確↳⺧Ბ㓏にあߞては、それまでにᓧࠄれた⹜験ᬌ体でのታ᷹୯をឭ␜し、これ

。を踏まえたᥳ定୯を␜すことࠄ

(2) 細菌、真菌及びウイルス等の不活化・除去

原᧚料となる細胞・組織について、その細胞生ሽ₸やဳ、ㆮવᒻ質及び․

の機⢻そのઁの․性及び品質にᓇ㗀を及߷さない▸࿐で、ᔅ要߆つน⢻な႐วは細

⩶、⌀⩶及び࠙ࠗࠬ࡞等をਇᵴൻ又は㒰するಣℂをⴕうこと。ᒰಣℂに関する

ᣇ╷と⹏ଔᣇᴺについて߆ࠄにすること。

(3) 組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離等

原᧚料となる細胞・組織ࠄ߆製品を製造するೋᦼのㆊ⒟でⴕࠊれる組織の細ಾ、

細胞の分㔌、․定細胞のන㔌及びそれࠄのᵞᵺ等のᣇᴺを߆ࠄにすること。․定

細胞のන㔌をⴕう႐วには、その確ᣇᴺを⸳定すること。

(4) 培養工程

製造工⒟ਛにၭ㙃工⒟がまれる႐วは、ၭ、ၭ㙃᧦件、ၭ㙃ᦼ㑆及び₸等

を߆ࠄにすること。

(5) 株化細胞の樹立と使用

ᩣൻ細胞の᮸┙にᒰたߞては、࠽࠼のㆮવ的⢛᥊をℂ⸃したうえで᮸┙するこ

と。᮸┙のᣇᴺを確にし、น⢻な▸࿐でそのᅷᒰ性を߆ࠄにすること。

ᩣൻ細胞の品質のဋ質性および安定性を保ᜬするため、ᔅ要な․性⸃ᨆ要件（細胞

⚐ᐲ、ᒻᘒ学的⹏ଔ、ဳ․⇣的ࠞࡑ、ᩭဳなߤ）を同定してその基Ḱを⸳定

するとともに、安定性を⛽ᜬしたままჇᱺがน⢻な⛮ઍᢙを␜すこと。

ᩣൻ細胞に関しては、ㆡಾな動物࡞࠺ࡕ等を用し、⣲≌ᒻ成及びがࠎൻのน⢻
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性について⠨ኤし、߆ࠄにすること。

(6) 細胞のバンク化

細胞・組織加工医薬品等の製造のいߕれ߆のㆊ⒟で、細胞をࠢࡦࡃൻする႐วに

は、そのℂ由、ࠢࡦࡃ・࡞の製ᣇᴺ及びࠢࡦࡃ・࡞の․性⸃ᨆ、保ሽ・⛽ᜬ

・管ℂᣇᴺ・ᦝᣂᣇᴺそのઁの各ᬺ工⒟や⹜験に関するᚻ㗅等について細を

にし、ᅷᒰ性を␜すこと。平成12年�月14日付け医薬ክ第8�3号厚生省医薬安全߆ࠄ

局ክᩏ管ℂ⺖長通知「生物薬品（ࠫࡠࡁࠢ࠹ࠝࠗࡃᔕ用医薬品㧛生物Ḯ由来医

薬品）製造用細胞基の由来、⺞製及び․性⸃ᨆについて」等をෳ⠨とすること。

(7) 製造工程中の取り違え及びクロスコンタミネーション防止対策

細胞・組織加工医薬品等の製造にあたߞては、製造工⒟ਛのขり㆑え及びࠢࠬࡠ

にす߆ࠄの㒐止が㊀要であり、工⒟管ℂにおける㒐止ኻ╷をࡦ࡚ࠪࡀࡒ࠲ࡦࠦ

ること。

３ 加工した細胞の特性解析

、 、 、 、加工した細胞について 加工に伴うᄌൻを⺞ߴるために え߫ ᒻᘒ学的․ᓽ

Ⴧᱺ․性、生ൻ学的指ᮡ、∉学的指ᮡ、․ᓽ的↥生物質、そのઁㆡಾなㆮવဳ又

はဳの指ᮡを⸃ᨆするとともに、ᔅ要にᔕߓて機⢻⸃ᨆをⴕうこと。

また、ၭ㙃ᦼ㑆のᅷᒰ性及び細胞の安定性を⹏ଔするために、੍定のၭ㙃ᦼ㑆を

えてၭ㙃した細胞において⋡的ᄖのᄌൻがないことを␜すこと。

４ 最終製品の形態、包装

ᦨ⚳製品のᒻᘒ、൮ⵝは、製品の品質を確保できるものでなけれ߫なࠄない。

５ 製造方法の恒常性

細胞・組織加工医薬品等の製造にᒰたߞては、製造工⒟を通ߓて、別に加工し

た製品の細胞ᢙ 細胞生ሽ₸ਗびに製品の用⋡的及びㆡ用ᣇᴺ等ߺࠄ߆た․ᓽ 、 （

、 、 ）ဳのㆡಾな指ᮡ ㆮવဳのㆡಾな指ᮡ 機⢻․性及び⋡的とする細胞の₸等

が製品（࠶ࡠト）㑆で本質的に៊なࠊれないことを、⹜験的ᬌ体を用いてあߓ߆ࠄ

め⹏ଔしておߊこと。

製造工⒟ਛのಓ⚿保ሽᦼ㑆や加工に伴う細胞ၭ㙃のᦼ㑆が長ᦼに及߱႐วには৻

定ᦼ㑆ߏとにή⩶⹜験をⴕうなߤ、ή⩶性が確保されることを確すること。

６ 製造方法の変更

㐿発ㅜਛに製造ᣇᴺをᄌᦝした႐ว、ᄌᦝ೨の製造ᣇᴺによる製品を用いてᓧた

⹜験成❣を確↳⺧又はᛚ↳⺧に用するときは、製造ᣇᴺᄌᦝ೨後の製品の同

等性及び同質性を␜すこと。

第３ 最終製品の品質管理

１ 総論

細胞・組織加工医薬品等の品質管ℂ全体のᣇ╷としては、ᦨ⚳製品のⷙᩰ及び⹜
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験ᣇᴺの⸳定、別ᖚ⠪߳のㆡ用ߏとの原᧚料の品質管ℂ、製造工⒟のᅷᒰ性のᬌ

⸽と৻定性の⛽ᜬ管ℂの߶߆、ਛ㑆製品の品質管ℂをㆡᱜにⴕうこと等がࠄߍれ

る。

、 、ᦨ⚳製品のⷙᩰ及び⹜験ᣇᴺについては ኻ⽎とする細胞・組織の種㘃及び性質

製造ᣇᴺ、各製品の用⋡的や用ᣇᴺ、安定性、用น⢻な⹜験ᴺ等によߞて⇣

なると⠨えࠄれるため、ขりᛒう細胞・組織によߞてこれࠄの㆑いをච分に⠨ᘦし

て⸳定すること。また、製造工⒟のᅷᒰ性のᬌ⸽と৻定性の⛽ᜬ管ℂᴺ、ਛ㑆製品

の品質管ℂ等との⋧ቢ関係を⠨ᘦにれて、全体として品質管ℂの⋡的が㆐成

されるとのⷰὐࠄ߆、วℂ的にⷙᩰ及び⹜験ᣇᴺを⸳定し、そのᩮを␜すこと。

なお、確↳⺧は、ᴦ験をታᣉする製品の品質として㗴がないとߺなߖることを

確することを⋡的としている。したがߞて、ή⩶性やࡑ࠭ࡊࠦࠗࡑのุ定なߤ

ᔅ㗇なものを㒰き、ᴦ験後に⥃ᐥ⹜験成❣と品質の関係を⺰ߕるためにᔅ要な品質

․性については、やをᓧない႐วはዋᢙの⹜験的ᬌ体のታ᷹୯をもとにそのᄌ動

をし߆るߴき▸࿐ౝに⸳定するᥳ定的なⷙᩰ及び⹜験ᣇᴺを⸳定することでᏅしᡰ

えない。たߛし、ⷙᩰ及び⹜験ᣇᴺを品質管ℂᴺはᴦ験の進ⴕとともにలታ・

ᢛを࿑ること。

２ 最終製品の品質管理法

ᦨ⚳製品について、以下に␜す৻般的な品質管ℂ㗄⋡及び⹜験をෳ⠨として、ᔅ

要でㆡಾなⷙᩰ及び⹜験ᣇᴺを⸳定し、そのᩮを߆ࠄにすること。

トを᭴成する製࠶ࡠ、とにߏトを᭴成しない製品を製造する႐วは別製品࠶ࡠ

品を製造する႐วには、通Ᏹ、各別製品ではなߊ各࠶ࡠトが品質管ℂのኻ⽎とな

るので、これを踏まえてそれߙれㆡಾなⷙᩰ、⹜験ᣇᴺを⸳定すること。

(1) 細胞数並びに生存率

ᓧࠄれた細胞のᢙと生ሽ₸は、ᦨ⚳製品又はᔅ要にᔕߓてㆡಾな製造工⒟の製品

で᷹定すること。なお、確↳⺧ᤨにおいては、ዋᢙの⹜験的ᬌ体でのታ᷹୯を踏

まえたᥳ定的なⷙᩰを⸳定することでも⦟い。

(2) 確認試験

⋡的とする細胞・組織のᒻᘒ学的․ᓽ、生ൻ学的指ᮡ、∉学的指ᮡ、․ᓽ的↥

生物質そのઁㆡಾなㆮવဳあるいはဳの指ᮡをㆬᛯして、⋡的とする細胞・組

織であることを確すること。

(3) 細胞の純度試験

⋡的細胞以ᄖの⇣ᏱჇᱺ細胞、ᒻ質ォ឵細胞のήやᷙ細胞のή等の細胞の

⚐ᐲについて、⋡的とする細胞・組織の由来、ၭ㙃᧦件等の製造工⒟等をൊ᩺し、

ᔅ要にᔕߓて⹜験㗄⋡、⹜験ᣇᴺ及び್定基Ḱを␜すこと。なお、確↳⺧ᤨにお

いては、ዋᢙの⹜験的ᬌ体でのታ᷹୯を踏まえたᥳ定的なⷙᩰを⸳定することでも

⦟い。

(4) 細胞由来の目的外生理活性物質に関する試験

細胞由来の各種⋡的ᄖ生ℂᵴ性物質のうߜ、製品ਛでのሽ㊂ᅤでᖚ⠪に安全

性上の㊀ᄢなᓇ㗀を及߷すน⢻性が߆ࠄにᗐ定される႐วには、ㆡಾな⸵ኈ㊂㒢
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ᐲ⹜験を⸳定すること。なお、確↳⺧ᤨにおいては、ዋᢙの⹜験的ᬌ体でのታ᷹

୯を踏まえたᥳ定的なⷙᩰを⸳定することでも⦟い。

(5) 製造工程由来不純物試験

原᧚料にሽする߆又は製造ㆊ⒟で㕖細胞・組織成分、ၭ成分、⾗᧚、⹜薬等

に由来し、製品ਛにᷙ物、ᱷ⇐物、又はᣂたな生成物、分⸃物等としてሽする

น⢻性があるもので、߆つ、品質及び安全性の㕙ߺࠄ߆てᦸましߊない物質等（

え߫、࠙ࠪ⢝ఽⴊᷡ由来のࡦࡒࡉ࡞ࠕ、᛫生物質等）については、ᒰ物質の㒰

に関するࠬࡠࡊ⹏ଔやᒰ物質にኻする工⒟ౝ管ℂ⹜験の⚿ᨐを⠨ᘦしてそのሽ

をุ定する߆、又はㆡಾな⹜験を⸳定してሽ⸵ኈ㊂をⷙ定すること。⹜験ኻ⽎

物質のㆬ定及びⷙᩰ୯の⸳定にᒰたߞては、⸳定のᅷᒰ性について߆ࠄにするこ

と。

なお、確↳⺧ᤨにおいては、ዋᢙの⹜験的ᬌ体でのታ᷹୯を踏まえたᥳ定的な

ⷙᩰを⸳定することでも⦟い。

(6) 無菌試験及びマイコプラズマ否定試験

ᦨ⚳製品のή⩶性については、あߓ߆ࠄめ࡞࠺ࡕᬌ体を用いて全製造工⒟を通ߓ

てή⩶性を確保できることをච分に⹏ଔしておߊᔅ要がある。ᦨ⚳製品について、

（ ） 。 、ᖚ⠪にㆡ用する೨にή⩶性 ৻般細⩶及び⌀⩶ุ定 を⹜験により␜すこと また

ㆡಾなุࡑ࠭ࡊࠦࠗࡑ定⹜験をታᣉすること㨫ᦨ⚳製品のή⩶⹜験等の⚿ᨐが、

ᖚ⠪߳のᛩਈ後にし߆ᓧࠄれない႐วには、ᛩਈ後にή⩶性等がุ定された႐วの

ኻಣᣇᴺをあߓ߆ࠄめ⸳定しておߊこと。また、この႐ว、ਛ㑆製品でή⩶性を⹜

験により␜し、ᦨ⚳製品に⥋る工⒟のή⩶性を෩ኒに管ℂするᔅ要がある。また、

同৻ᣉ⸳・同৻工⒟で以೨にઁのᖚ⠪߳のㆡ用がある႐วには、全において⹜

験によりή⩶性が確されていること。࠶ࡠトを᭴成する製品でኒኽ性が保⸽され

ている႐วには、ઍによる⹜験でよい。ㆡ用ߏとに⹜験をታᣉするᔅ要がある

႐วで、ή⩶⹜験等の⚿ᨐが、ᖚ⠪߳のᛩਈ後にし߆ᓧࠄれない႐วには、ㆡ用の

นุは直ㄭの࠲࠺をෳ⠨にすることになるが、この႐วでもᦨ⚳製品のή⩶⹜験

等はᔅߕⴕうこと。

᛫生物質は細胞ၭ㙃♽でᭂജ用しないことがᦸまれるが、用した႐วには、

ή⩶⹜験にᓇ㗀を及߷さないようಣ⟎すること。

(7) エンドトキシン試験

⹜料ਛのᄳ㔀物のᓇ㗀を⠨ᘦして⹜験をታᣉすること。ⷙᩰ୯はᔅߕしもታ᷹୯

によߕࠄ、日本薬局ᣇ等で␜されているᦨ⚳製品の１࿁ᛩਈ㊂を基にした安全ၞを

⠨ᘦして⸳定すれ߫よい。また、工⒟ౝ管ℂ⹜験として⸳定することも⠨えࠄれる

が、その႐วには、ࡦ࡚ࠪ࠺ࡃの⚿ᨐをめて基Ḱ等を⸳定し、そのᅷᒰ性を

⺑すること。

(8) ウイルス等の試験

8等を+*、%8*、$8*、ߕがุ定でき࠼ࠝࡇ࠙࠼ࡦࠗ࠙、ߕࠄൻされておࠢࡦࡃ

製造工⒟ਛにჇᱺさߖるน⢻性のある細胞を用いる㓙には、ਛ㑆製品、ᦨ⚳製品等

についても࠙ࠗࠬ࡞等のሽをุ定するㆡಾな⹜験をታᣉすること。また、製造工

⒟ਛで生物由来成分を用する႐วには、ᦨ⚳製品でᒰ成分由来の࠙ࠗࠬ࡞につ
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いてのุ定⹜験のታᣉを⠨ᘦすߴき႐วもある߆も知れない。し߆しน⢻な㒢り、

もとの成分Ბ㓏での⹜験やࠬࡠࡊ⹏ଔでㅅがุ定されていることがᦸましい。

(9) 効能試験

ᐙ細胞、ࡄࡦ、ㆮવሶᡷᄌ細胞そのઁの細胞等、⥃ᐥ用⋡的又は․性にᔕ

、き႐วもある。なお、確↳⺧においてはߴたㆡಾなല⢻⹜験のታᣉを⠨ᘦすߓ

ዋᢙの⹜験的ᬌ体によるታ᷹୯を踏まえたᥳ定的なⷙᩰを⸳定することでも⦟い。

(10) 力価試験

細胞・組織ࠄ߆分ᴲされる․定の生ℂᵴ性物質の分ᴲがᒰ細胞・組織加工医薬

品等のല⢻又はലᨐの本質である႐วには、その⋡的としているᔅ要なലᨐを発ើ

することを␜すために、ᒰ生ℂᵴ性物質に関するᬌᩏ㗄⋡及びⷙᩰを⸳定するこ

と。ㆮવሶをዉした႐วの発↥物又は細胞ࠄ߆分ᴲされる⋡的の生成物等につ

いて、ജଔ、↥生㊂等のⷙᩰを⸳定すること。なお、確↳⺧ᤨにおいては、ዋᢙ

の⹜験的ᬌ体によるታ᷹୯を踏まえたᥳ定的なⷙᩰを⸳定することでも⦟い。

(11) 力学的適合性試験

৻定のജ学的ᒝᐲをᔅ要とする製品については、ㆡ用ㇱを⠨ᘦしたജ学的ㆡว

。 、 、性及び⠴ਭ性を確するためのⷙᩰを⸳定すること なお 確↳⺧ᤨにおいては

ዋᢙの⹜験的ᬌ体によるታ᷹୯を踏まえたᥳ定的なⷙᩰを⸳定することでも⦟い。

第３章 細胞・組織加工医薬品等の安定性

製品ൻした細胞・組織加工医薬品等又は㊀要なそれࠄのਛ㑆製品について、保ሽ・

ᵹ通ᦼ㑆及び保ሽᒻᘒをච分⠨ᘦして、細胞の生ሽ₸及びജଔ等に基ߊߠㆡಾな安定

性⹜験をታᣉし、⾂ᴺ及びലᦼ㒢を⸳定し、そのᅷᒰ性を߆ࠄにすること。․に

ಓ⚿保管及び⸃ಓをⴕう႐วには、ಓ⚿及び⸃ಓᠲによる製品の安定性やⷙᩰ߳の

ᓇ㗀がない߆を確すること。また、ᔅ要にᔕߓてᮡḰ的な製造ᦼ㑆をえる႐วや

ᮡḰ的な保ሽᦼ㑆をえる長ᦼ保ሽについてもᬌ⸛し、安定性の㒢⇇をน⢻な▸࿐で

確すること。たߛし、製品ൻ後直ߜに用するような႐วはこの㒢りではない。

また、製品ൻした細胞・組織加工医薬品等を運៝する႐วには、運៝ኈ器及び運៝

ᚻ㗅（᷷ᐲ管ℂ等を）等を定め、そのᅷᒰ性について߆ࠄにすること。

第４章 細胞・組織加工医薬品等の非臨床安全性試験

製品の․性及びㆡ用ᴺࠄ߆⹏ଔがᔅ要と⠨えࠄれる安全性関ㅪ事㗄について、技術

KP XKVTQ的にน⢻であれ߫ 科学的วℂ性のある▸࿐で ㆡಾな動物を用いた⹜験又は、 、

での⹜験をታᣉすること。なお、㕖細胞・組織成分及び製造工⒟由来のਇ⚐物等につ

、 、 。いては น⢻な㒢り 動物を用いた⹜験ではなߊℂൻ学的分ᨆᴺにより⹏ଔすること

ヒト由来の⹜験用ᬌ体は貴㊀であり、また、ヒト由来の製品をታ験動物等で⹜験し

てᔅߕしもᗧ⟵ある⚿ᨐがᓧࠄれるとは㒢ࠄない。このため、動物由来の製品࡞࠺ࡕ

を成しㆡಾなታ験動物にㆡ用する⹜験♽により⹜験をⴕうことで、より用な知見

がᓧࠄれると⠨えࠄれる႐วには、しろ、このような⹜験♽を用いることに科学的

วℂ性がある႐วがある。႐วによߞては細胞を用いる⹜験♽も⠨ᘦし、このような

にする߆ࠄた㓙には、その⹜験♽のᅷᒰ性についてߞにより⹜験をⴕな࠴ࡠࡊࠕ
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こと。

以下に、ᔅ要にᔕߓて㕖⥃ᐥ的に安全性を確する㓙のෳ⠨にすߴき事㗄及び⇐ᗧ

ὐのを␜す。これࠄは␜であߞて、วℂ性のない⹜験のታᣉを᳞める⿰ᣦではな

。製品の․性等を⠨ᘦしてㆡಾな⹜験をᬌ⸛すること、ߊ

１ ၭ㙃ᦼ㑆をえてၭ㙃した細胞について、⋡的ᄖのᒻ質ォ឵をこしていない

ことを߆ࠄにすること。

２ ᔅ要にᔕߓて細胞・組織が↥生する各種ࠗࠨトࠞࠗࡦ、成長࿃ሶ等の生ℂᵴ性

物質の定㊂をⴕい、生体ౝ߳ㆡ用したときのᓇ㗀に関して⠨ኤをⴕうこと。

、㧟 製品のㆡ用がᖚ⠪等のᱜᏱな細胞又は組織にᓇ㗀をਈえるน⢻性についてᬌ⸛

⠨ኤすること。

㧠 製品及びዉㆮવሶの発↥物等によるᦸましߊない∉ᔕが生ߓるน⢻性

についてᬌ⸛、⠨ኤすること。

㧡 ᩣൻ細胞を用いた႐วには、ㆡಾな動物࡞࠺ࡕ等を用し、⣲≌ᒻ成及びがࠎ

ൻのน⢻性について⠨ኤし、߆ࠄにすること。

㧢 製造工⒟でᄖ来ㆮવሶのዉがⴕࠊれている႐วには、ㆮવሶᴦ療用医薬品指

針に定めるところにḰߓて⹜験をⴕうこと。․に、࠙ࠗ࠲ࠢࡌࠬ࡞を用した

႐วにはჇᱺ性࠙ࠗࠬ࡞がߤの⒟ᐲሽする߆をᬌᩏするとともに、ᬌᩏᣇᴺが

ㆡಾであることについても߆ࠄにすること。

また、ዉㆮવሶ及びその↥物の性⁁について⺞ᩏし、安全性について߆ࠄ

にすること。細胞については、Ⴧᱺ性のᄌൻ、⣲≌ᒻ成及びがࠎൻのน⢻性につ

いて⠨ኤし、߆ࠄにすること。

㧣 動物由来の࡞࠺ࡕ製品をめて製品のᚻがኈᤃであり、߆つ⥃ᐥ上のㆡ用に

関ㅪする用な安全性ᖱႎがᓧࠄれるน⢻性がある႐วには、วℂ的に⸳⸘され

た৻般Ქ性⹜験のታᣉを⠨ᘦすること。

なお、৻般Ქ性⹜験のታᣉにᒰたߞては、平成ర年9月11日付け薬ክ1第24号厚

生省薬ോ局ᣂ医薬品⺖長・ክᩏ⺖長ㅪฬ通知「医薬品の製造（ャ）ᛚ↳⺧に

ᔅ要なᲥ性⹜験のࠟࠗࡦࠗ࠼について」の別添「医薬品Ქ性⹜験ᴺࠟࠗࠗ࠼

。等をෳᾖすること「ࡦ

第５章 細胞・組織加工医薬品等の効力又は性能を裏付ける試験

１ 技術的にน⢻߆つ科学的にวℂ性のある▸࿐で、ታ験動物又は細胞等を用い、ㆡ

ಾに⸳⸘された⹜験により、細胞・組織加工医薬品等の機⢻発、用ᜬ⛯性及び

医薬品・医療機器としてᦼᓙされるലᨐをᬌ⸛すること。

２ ㆮવሶዉ細胞にあߞては、ዉㆮવሶࠄ߆の⋡的↥物の発ല₸及び発のᜬ

⛯性、ዉㆮવሶの発↥物の生物ᵴ性ਗびに医薬品等としてᦼᓙされるലᨐ等を

ᬌ⸛すること。

㧟 ㆡᒰな動物由来細胞・組織製品࡞࠺ࡕ又は∔ᖚ࡞࠺ࡕ動物がある႐วには、それ

を用いてᴦ療ലᨐをᬌ⸛すること。

㧠 確↳⺧Ბ㓏では、ᒰ製品のലജ又は性⢻によるᴦ療がઁのᴦ療ᴺとᲧセした

ときはる߆にఝれてᦼᓙできることが࿖ౝᄖのᢥ₂又は知見等によりวℂ的にࠄ
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。しも細なታ験的ᬌ⸛はᔅ要とされないߕにされている႐วには、ᔅ߆

第６章 細胞・組織加工医薬品等の体内動態

、 、１ 製品を᭴成する細胞・組織及びዉㆮવሶの発↥物について 技術的にน⢻で

つ、科学的วℂ性がある▸࿐で、ታ験動物でのๆ及び分Ꮣ等の体ౝ動ᘒに関す߆

る⹜験等により、ᖚ⠪等にㆡ用された製品ਛの細胞・組織の生ሽᦼ㑆、ലᨐᜬ⛯ᦼ

㑆をផ᷹し、⋡的とするലᨐがච分ᓧࠄれることを߆ࠄにすること。

２ ᒰ細胞・組織が․定のㇱ（組織等）に㆐して用する႐วには、その局

性を߆ࠄにすること。

第７章 臨床試験

確↳⺧のᲑ㓏における安全性については、⥃ᐥ上の用性をൊ᩺して⹏ଔされる

ものであり、細胞・組織加工医薬品等について੍定されている࿖ౝのᴦ験⸘↹につい

て以下の㗄⋡を踏まえて⹏ଔすること。

１ ኻ⽎∔ᖚ

２ ኻ⽎とするⵍ験⠪及びⵍ験⠪ࠄ߆㒰ᄖすߴきᖚ⠪の⠨えᣇ

㧟 細胞・組織加工医薬品等のㆡ用をめ、ⵍ験⠪にኻしてⴕࠊれるᴦ療ౝኈ

㧠 ᣢሽのᴦ療ᴺとのᲧセを踏まえた⥃ᐥ⹜験ታᣉのᅷᒰ性

㧡 ᓧࠄれているᖱႎࠄ߆ᗐ定されるࠢࠬ及び࠶ࠖࡈࡀࡌトをめ、ⵍ験⠪߳

の⺑事㗄の᩺

なお、⥃ᐥ⹜験は、ㆡಾな⹜験ࡦࠗࠩ࠺及びࠛࡦࠗࡐ࠼ࡦトを⸳定してታᣉするᔅ

要があり、⋡的とする細胞・組織の由来、ኻ⽎∔ᖚ及びㆡ用ᣇᴺ等を踏まえてㆡಾに

⸘↹すること。
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平成２４年９月７日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について

ヒト由来の細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性を確保

するための基本的な技術要件については、平成20年２月８日付け薬食発第020800

3号厚生労働省医薬食品局長通知「ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬

品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」の別添及び平成20年９月12日

付け薬食発第0912006号厚生労働省医薬食品局長通知「ヒト（同種）由来細胞や

組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」の別添（以

下、「平成20年２指針」という。）により通知したところである。

今般、ヒト由来の体性幹細胞うち、自己由来体性幹細胞を加工した医薬品又は

医療機器の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件については、平成20

年２指針に代えて、新たな指針を別添「ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の

品質及び安全性の確保に関する指針」のとおりとりまとめたので、御了知の上、

貴管内関係業者等が自己由来体性幹細胞を加工した医薬品又は医療機器を開発す

る際等に参考として利用できるよう周知願いたい。
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ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

 

はじめに 

 

１．  本指針は、ヒト由来の体性幹細胞のうち、自己由来体性幹細胞を加工した医薬品

又は医療機器(以下「ヒト(自己)体性幹細胞加工医薬品等」という)の品質及び安全

性の確保のための基本的な技術要件について定めるものである。 

 しかしながら、体性幹細胞加工医薬品等の種類や特性、臨床上の適用法は多種多

様であり、また、本分野における科学的進歩や経験の蓄積は日進月歩である。本指

針を一律に適用したり、本指針の内容が必要事項すべてを包含しているとみなした

りすることが必ずしも適切でない場合もある。したがって、個々の医薬品等につい

ての試験の実施や評価に際しては本指針の目的を踏まえ、その時点の学問の進歩を

反映した合理的根拠に基づき、ケース・バイ・ケースで柔軟に対応することが必要

であること。 

 

２．  薬事戦略相談あるいは治験相談におけるヒト体性幹細胞加工医薬品等の治験を開

始するに当たっての基本的留意点は、当該製品にヒトへの適用により支障となる品

質及び安全性上の明らかな問題が存在するか否か、臨床で得られた知見との関係性

を照合できる程度に品質特性が把握され、その一定範囲の恒常性が確保されている

か否かを確認することにある。その際、明らかに想定される製品のリスクを現在の

学問・技術を駆使して排除し、その科学的妥当性を明らかにした上で、なお残る「未

知のリスク」と、重篤で生命を脅かす疾患、身体の機能を著しく損なう疾患、身体

の機能や形態を一定程度損なうことにより QOL を著しく損なう疾患などに罹患し、

従来の治療法では限界があり、克服できない患者が「新たな治療機会を失うことに

より被るかもしれないリスク」とのリスクの大小を勘案し、かつ、これらすべての

情報を開示した上で患者の自己決定権に委ねるという視点を持つこと、すなわち、

リスク・期待されるベネフィットの情報を開示した上で、治験に入るかどうかの意

思決定は患者が行うという視点を入れて評価することも重要である。したがって、

治験開始の場合、その届出に当たって添付するべき資料について本指針に示された

要件や内容をすべて充たすことを必ずしも求めている訳ではない。製造販売承認申

請時における品質及び安全性の確保のための資料は治験の進行とともに本指針に沿

って充実整備されることを前提に、治験開始時点でその趣旨に適う条件を充たし、

合理的に作成された適切な資料を提出すること。 

 また、治験開始に必要とされる資料の範囲及び程度については、当該製品の由来、

対象疾患、対象患者、適用部位、適用方法及び加工方法等により異なり、本指針で

は具体的に明らかでないことも少なくないので、個別に独立行政法人医薬品医療機

器総合機構に相談することが望ましい。 

 

３．  本指針に記述された事項、試験方法、基準その他の技術要件は、それぞれの目的

に適う内容と程度をもとに考慮、選択、適用、及び評価されるべきことを意図して
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おり、必ずしも常に同一（最高）水準での解釈、運用を求めている訳ではない。こ

の趣旨を踏まえ、申請者は、考慮した背景、選択、適用、及び評価した内容と程度

がそれぞれの目的に相応しく、科学的合理性からみて妥当であることを明らかにす

ること。 
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第１章 総則 

 

第１ 目的 

本指針は、ヒト(自己)体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保のための基

本的な技術要件について定めるものである。 

 

第２ 定義 

本指針における用語の定義は以下のとおりとする。 

１ 「ヒト体性幹細胞」とは、ヒトから採取された細胞又は当該細胞の分裂により生

ずる細胞であって、多分化能を有し、かつ自己複製能力を維持しているもの又はそ

れに類することが推定されるもの及びこれらに由来する細胞のうち、以下のものを

指す。すなわち、組織幹細胞（例えば、造血幹細胞、神経幹細胞、間葉系幹細胞（骨

髄間質幹細胞・脂肪組織由来幹細胞を含む。）、角膜上皮幹細胞、皮膚幹細胞、毛

胞幹細胞、腸管幹細胞、肝幹細胞及び骨格筋幹細胞）及びこれを豊富に含む細胞集

団（例えば、造血系幹細胞を含む全骨髄細胞）をいい、血管前駆細胞、臍帯血及び

骨髄間質細胞を含む。また、体外でこれらの細胞を培養して得られた細胞を含む。

ヒト胚性幹細胞（ES 細胞）、ヒト人工多能性幹細胞（iPS 細胞）、ヒト人工多能性

幹細胞様細胞（iPS 様細胞）、ヒト胚性生殖細胞（EG 細胞）、ヒト多能性生殖系列

幹細胞（mGS 細胞）、ヒト単為発生幹細胞、ヒト核移植幹細胞、ヒトがん細胞、ヒ

トがん幹細胞、及びこれらに由来する細胞は含まない（注：ヒト胚性幹細胞（ES 細

胞）、ヒト人工多能性幹細胞（iPS 細胞）、ヒト人工多能性幹細胞様細胞（iPS 様細

胞）の定義はそれぞれ「ヒト ES 細胞加工医薬品等の品質及び安全性確保に関する指

針」、「ヒト（同種/自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性確保に関

する指針」に従う）。 

２ 「細胞・組織の加工」とは、疾患の治療や組織の修復又は再建を目的として、細

胞・組織の人為的な増殖・分化、細胞の株化、細胞の活性化等を目的とした薬剤処

理、生物学的特性改変、非細胞成分との組み合わせ又は遺伝子工学的改変等を施す

ことをいう。 

組織の分離、組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離、抗生物質による処理、

洗浄、ガンマ線等による滅菌、冷凍、解凍等は加工とみなさない。 

３ 「製造」とは、加工に加え、組織の分離、組織の細切、細胞の分離、特定細胞の

単離、抗生物質による処理、洗浄、ガンマ線等による滅菌、冷凍、解凍等、当該細

胞・組織の本来の性質を改変しない操作を含む行為で、最終製品であるヒト(自己)

体性幹細胞加工医薬品等を出荷するまでに行う行為をいう。 

４ 「表現型」とは、ある一定の環境条件のもとで、ある遺伝子によって表現される

形態学的及び生理学的な性質をいう。 

５ 「ドナー」とは、ヒト(自己)体性幹細胞加工医薬品等の原料となる細胞・組織を

提供するヒトをいう。自己由来体性幹細胞加工医薬品等にあっては、患者はドナー

でもある。（注：実際の治療においては患者がドナーとなる。開発段階等において、

試験製造を行う場合には、患者以外のドナーから採取した細胞・組織を使用する場
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合も想定される。） 

６ 「遺伝子導入構成体」とは、目的遺伝子を標的細胞に導入するための運搬体、目

的遺伝子及びその機能発現に必要な要素をコードする塩基配列等から構成されるも

のをいう。 

 

第２章 製造方法 

製造方法について、下記の事項に留意し、必要な情報を明らかにすること。これら

の情報等は、最終製品の品質や安全性等の確保に資するとともに、品質の恒常性を製

造方法面から保証するために重要なものである。しかし、品質・安全性等の確保や品

質の恒常性保証は、製造方法全体で相互補完的方策により達成され、その方策が合理

的で合目的性に叶うことが最も肝要である。したがって、最終製品や中間製品におけ

る品質試験や管理あるいは製造過程における管理において、品質・安全性等の確保や

品質の恒常性保証という目的が達成されるのであれば、その科学的妥当性を明示した

上で下記の措置や情報の一部を省略しても差し支えない。 

 

第１ 原材料及び製造関連物質 

１ 原材料となるヒト細胞・組織 

(1) 生物学的構造・機能の特徴と選択理由 

原材料として用いられる細胞・組織について、その生物学的構造・機能の特徴を、

例えば、形態学的特徴、増殖特性、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質、

その他適切な遺伝型又は表現型の指標から適宜選択して示し、当該細胞・組織を原

材料として選択した理由を説明すること。特に原材料となる体性幹細胞が有用な分

化能を有することを明らかとすること。この場合の分化能とは、多系統への分化能

を指しているわけではなく、生体内での機能を期待する細胞への分化能を有するこ

とを示すことで良い。また、in vitro での分化能の提示が望ましいが、合理的な説

明がつけば in vivo での分化で示すことは可能である。例えば、体性幹細胞の１つ

である心筋幹細胞を原材料とする場合には、心筋幹細胞が心筋細胞へと分化しうる

ことを示すことで良い。 

なお、治験開始前には、試験的検体を用いた検討によっても良いが、これらの検

討結果から患者の細胞に適用する際に選択すべき重要細胞特性指標を明らかにして

おくこと。検討に際しては、検体の量的制限や技術的限界もあり、可能な範囲で考

慮すれば良い。 

(2) ドナーに対する留意点 

患者、製造従事者及び医療従事者の安全性を確保する観点等から、採取細胞・組

織を介して感染する可能性がある各種感染症を考慮して感染症に関する検査項目を

定め、その妥当性を明らかにすること。特にＢ型肝炎(HBV)、Ｃ型肝炎(HCV)、ヒト

免疫不全ウイルス（HIV）感染症、成人Ｔ細胞白血病（HTLV）に留意すること。 

また、遺伝的特徴、病歴、健康状態等を考慮して適格性基準を定め、その妥当性

を明らかにすること。ドナーのゲノム・遺伝子解析を行う場合は、「ヒトゲノム・

遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成 16年文部科学省・厚生労働省・経済産業
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省告示第 1 号）に従うこと。 

(3) ドナーに関する記録 

原材料となる細胞・組織について、安全性を確保するために必要な情報が確認で

きるよう、ドナーに関する記録が整備、保管されていること。また、その具体的方

策を示すこと。なお、試験的検体のドナー及び患者のそれぞれについて、それぞれ

の細胞の使用目的に応じた情報の整備及び保管方策でよい。 

(4) 細胞・組織の採取・保存・運搬 

① 採取者及び採取医療機関等の適格性 

原材料となる細胞・組織の採取者及び採取医療機関等に求めるべき技術的要

件について、明らかにすること。 

②  採取部位及び採取方法の妥当性 

細胞・組織の採取部位の選定基準及び採取方法を示し、これらが科学的及び

倫理的に適切に選択されたものであることを明らかにすること。細胞・組織の採

取方法については、用いられる器具及び薬剤、微生物汚染防止、取り違えやクロ

スコンタミネーション防止のための方策等を具体的に示すこと。 

③  ドナーに対する説明及び同意 

細胞・組織のドナーに対する説明及び同意の内容を規定すること。 

④  ドナーの個人情報の保護 

ドナーの個人情報の保護方策について具体的に規定すること。 

⑤  ドナーの安全性確保のための試験検査 

細胞・組織採取時にドナーの安全性確保のために採取部位の状態の確認など

試験検査を行わなければならない場合には、その内容、検査結果等に問題があっ

た場合の対処法について具体的に規定すること。 

⑥  保存方法及び取り違え防止策 

採取した細胞・組織を一定期間保存する必要がある場合には、保存条件や保

存期間及びその設定の妥当性について明らかにすること。また、取り違えを避け

るための手段や手順等について具体的に説明すること。 

⑦  運搬方法 

採取した細胞・組織を運搬する必要がある場合には、運搬容器、運搬手順(温

度管理等を含む。)を定め、その妥当性について明らかにすること。 

⑧  記録の作成及び保管方法 

①～⑦に関する事項について、実施の記録を文書で作成し、適切に保管する

方法について明らかにすること。 

 

２ 目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質 

目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質を明らかにし、その適格性

を示すとともに、必要に応じて規格を設定し、適切な品質管理を行うことが必要で

ある。 

なお、生物由来製品又は特定生物由来製品を原材料として使用する場合は、その

使用量を必要最小限とし、「生物由来原料基準」(平成 15 年厚生労働省告示第 210
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号)をはじめとする関連法令及び通知を遵守すること。特に、ウイルス不活化及び除

去に関する情報を十分に評価する必要があるほか、遡及調査等を確保する方策につ

いても明らかにすること。 

 

(1) 細胞の培養を行う場合 

① 培地、添加成分(血清、成長因子及び抗生物質等)及び細胞の処理に用いる試薬等

のすべての成分等についてその適格性を明らかにし、必要に応じて規格を設定す

ること。各成分等の適格性の判定及び規格の設定に当たっては、最終製品の適用

経路等を考慮すること。 

② 培地成分については、以下の点に留意すること。 

ア 培地に使用する成分及び水は、可能な範囲で医薬品又は医薬品原料に相当す

る基準で品質管理されている生物学的純度の高い品質のものを使用すること。 

イ 培地に使用する成分は主成分のみでなく使用するすべての成分について明ら

かにし、選択理由及び必要に応じて品質管理法等を明確にすること。ただし、

培地の構成成分が周知のもので、市販品等が一般的に使用されている DMEM、

MCDB、HAM、RPMI のような培地は 1 つのものと考えてよい。 

ウ すべての成分を含有した培地の最終品については、無菌性及び目的とした培

養に適していることを判定するための性能試験を実施する必要がある。その他、

工程管理上必要と思われる試験項目を規格として設定し、適切な品質管理を行

う必要がある。 

③ 異種血清及び異種もしくは同種の血清に由来する成分については、細胞活性化又

は増殖等の加工に必須でなければ使用しないこと。特に繰り返して使用する可能

性のある製品では可能な限り使用を避けるよう検討すること。血清等の使用が避

けられない場合には、以下の点を考慮し、血清等からの細菌、真菌、ウイルス及

び異常プリオン等の混入・伝播を防止するとともに、最終製品から可能な限り除

去するよう処理方法等を検討すること。 

ア 血清等の由来を明確にすること。 

イ 牛海綿状脳症発生地域からの血清を極力避ける等感染症リスクの低減に努め

ること。 

ウ 由来動物種に特異的なウイルスやマイコプラズマに関する適切な否定試験を

行い、ウイルス等に汚染されていないことを確認した上で使用すること。 

エ 細胞の活性化、増殖に影響を与えない範囲で細菌、真菌及びウイルス等に対

する適切な不活化処理及び除去処理を行う。例えば、潜在的なウイルス混入の

危険性を避けるために、必要に応じて加熱処理、フィルター処理、放射線処理

又は紫外線処理等を組み合わせて行うこと。 

オ 培養細胞でのウイルス感染のモニター、患者レベルでのウイルス性疾患の発

症に対するモニター及び異種血清成分に対する抗体産生等の調査のために、使

用した血清の一部を保管すること。 

④ フィーダー細胞を使用する場合には、平成 12 年 7 月 14 日付け医薬審第 873 号通

知厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「生物薬品（バイオテクノロジー応用
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医薬品／生物起源由来医薬品）製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析」、平

成 14年 7月 9日付け医政研発第 0709001号厚生労働省医政局研究開発振興課長通

知「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」及び平成 16

年 7 月 2 日付医政研発第 0702001 号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「「異

種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」に基づく 3T3J2 株及

び 3T3NIH 株をフィーダー細胞として利用する上皮系の再生医療への指針」を参考

にして品質評価を行い、フィーダー細胞からの細菌、真菌、ウイルス、異常プリ

オン等の混入・伝播を防止する策を講じるとともに、使用時の分裂能不活化方法

及び細胞密度等の条件について明らかにすること。ただし、例えば既に臨床使用

されているヒト細胞・組織製品の製造に使用され、その特性や微生物学的安全性

等について評価が定まっているフィーダー細胞と同一の細胞を利用する場合に

は、その妥当性を示すことによってウイルス否定試験等、試験の一部を省略する

ことができる可能性がある。 

⑤ 抗生物質の使用は極力避けるべきである。ただし製造初期の工程において抗生物

質の使用が不可欠と考えられる場合には、その後の工程で可能な限り漸減を図る

ほか、その科学的理由、最終製品での推定残存量、患者に及ぼす影響などの面か

ら妥当性を説明すること。なお、抗生物質を使用する場合でも十分に除去される

ことが立証される場合には、その使用を妨げるものではない。一方、原則として、

用いる抗生物質に過敏症の既往歴のある患者の場合には、本治療を適応すべきで

はない。やむを得ず適用する際には十分な注意を払うと同時に、患者からインフ

ォームド・コンセントを得る必要がある。 

⑥ 成長因子を用いる場合には、細胞培養特性の再現性を保証するために、例えば純

度及び力価に関する規格を設定する等適切な品質管理法を示すこと。 

⑦ 最終製品に含有する可能性のある培地成分や操作のために用いられたその他の成

分等については、生体に悪影響を及ぼさないものを選択すること。 

 

(2) 非細胞成分と組み合わせる場合 

① 細胞以外の原材料の品質及び安全性について 

細胞とともに最終製品の一部を構成する非細胞の原材料(マトリックス、医療材

料、スキャフォールド、支持膜、ファイバー及びビーズ等)がある場合には、その

品質及び安全性に関する知見について明らかにすること。 

当該原材料の種類と特性、最終製品における形態・機能及び想定される臨床適

応の観点から見た品質、安全性及び有効性評価との関連を勘案して、適切な情報

を提供すること。生体吸収性材料を用いる場合には、分解生成物に関して必要な

試験を実施すること。 

なお、必要な試験等については、平成 15 年 2 月 13 日付け医薬審発第 0213001

号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医療用具の製造(輸入)承認申請に必

要な生物学的試験の基本的考え方について」等を参照し、試験結果及び当該原材

料を使用することの妥当性を示すこと。文献からの知見、情報を合理的に活用す

ること。 
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② 目的とする細胞との相互作用について 

最終製品中又は中間製品中の細胞との相互作用に関し、以下の事項について、

確認方法及び確認結果を示すこと。 

ア 非細胞成分が、想定される臨床適応に必要な最終製品中又は中間製品中の細

胞の機能、生育能力、活性及び安定性に悪影響を与えないこと。 

イ 非細胞成分との相互作用によって起こり得る、最終製品中又は中間製品中の

細胞の変異、形質転換及び脱分化等を考慮し、その影響を可能な範囲で評価す

ること。 

ウ 想定される臨床適応において期待される非細胞成分の性質が、最終製品中又

は中間製品中の細胞との相互作用によって損なわれないこと。 

③ 細胞と適用部位を隔離する目的で非細胞成分を使用する場合 

非細胞成分を細胞と適用部位を隔離する目的で使用する場合、下記の項目を参

考に効果、安全性を確認すること。 

ア 最終製品中の細胞由来の目的生理活性物質の膜透過キネティクスと薬理効果 

イ 栄養成分及び排泄物の拡散 

ウ 非細胞成分が適用部位周辺に及ぼす影響 

エ 目的細胞由来の目的生理活性物質の薬理効果に期待し、かつ目的細胞や未分

化細胞と適用部位との隔離を目的とする場合、非細胞成分の崩壊等により細胞

等が漏出しないこと。 

 

(3) 細胞に遺伝子工学的改変を加える場合 

細胞に遺伝子を導入する場合は、次に掲げる事項に関する詳細を示すこと。 

① 目的遺伝子の構造、由来、入手方法、クローニング方法並びにセル・バンクの調

製方法、管理方法及び更新方法等に関する情報 

② 導入遺伝子の性質 

③ 目的遺伝子産物の構造、生物活性及び性質 

④ 遺伝子導入構成体を作製するために必要なすべての原材料、性質及び手順(遺伝子

導入法並びに遺伝子導入用ベクターの由来、性質及び入手方法等) 

⑤ 遺伝子導入構成体の構造や特性 

⑥ ベクターや遺伝子導入構成体を作製するための細胞やウイルスのバンク化及びバ

ンクの管理方法 

遺伝子導入細胞の製造方法については、平成 7 年 11 月 15 日付け薬発第 1062

号厚生省薬務局長通知「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指

針について」(以下、「遺伝子治療用医薬品指針」という。)の別添「遺伝子治療

用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針」第 2 章等を参照すること。また、

同通知の別記に準じて設定の妥当性等を明らかにすること。 

なお、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律(平成 15 年法律第 97 号)に基づき、「ヒトの細胞等」若しくは「分化する能

力を有する、又は分化した細胞等であって、自然条件において個体に成育しない

もの」以外の細胞、「ウイルス」及び「ウイロイド」に対して遺伝子工学的改変
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を加える場合には、別途手続きが必要となるので留意すること。 

上記の記述にかかわらず、最新の知見に基づき、細胞に導入される遺伝子が、

化学的にも、機能的にも最終製品の一部を構成せず、製造工程中の試薬として使

用されると判断された場合は、使用の目的に適う品質及び安全性が確保されてい

ることを明らかにすることでよい。 

 

第２ 製造工程 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造に当たっては、製造方法を明確にし、可能な

範囲でその妥当性を以下の項目で検証し、品質の一定性を保持すること。 

１  ロット構成の有無とロットの規定 

最終製品及び中間製品がロットを構成するか否かを明らかにすること。ロットを

構成する場合には、ロットの内容について規定しておくこと。 

２  製造方法 

原材料となる細胞・組織の受け入れから体性幹細胞の単離を経て最終製品に至る

製造の方法の概要を示すとともに、具体的な処理内容及び必要な工程管理、品質管

理の内容を明らかにすること。 

(1) 受入検査 

原材料となる細胞・組織について、細胞・組織の種類や使用目的に応じて実施

する受入のための試験検査の項目(例えば、目視検査、顕微鏡検査、採取収率、

生存率、細胞・組織の特性解析及び微生物試験等)と各項目の判定基準を設定す

ること。治験開始前段階にあっては、それまでに得られた試験検体での実測値を

提示し、これらを踏まえた暫定値を示すこと。 

(2) 細菌、真菌及びウイルス等の不活化・除去 

原材料となる細胞・組織について、その細胞生存率や表現型、遺伝形質及び特

有の機能その他の特性及び品質に影響を及ぼさない範囲で、必要かつ可能な場合

は細菌、真菌及びウイルス等を不活化又は除去する処理を行うこと。当該処理に

関する方策と評価方法について明らかにすること。 

(3) 組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離等 

採取した細胞・組織から製品を製造する初期の過程で行われる組織の細切、細

胞の分離、体性幹細胞の単離及びそれらの洗浄等の方法を明らかにすること。体

性幹細胞の単離を行う場合には、その確認方法を設定すること。 

(4) 最終製品の構成要素となる細胞の作製 

ヒト細胞・組織の採取から体性幹細胞の単離を経て、最終製品の構成要素とな

る細胞を取得するまでの方法（分化誘導方法、目的とする細胞の分離・培養の方

法、培養の各段階での培地、培養条件、培養期間及び収率等）を明確にし、可能

な範囲でその妥当性を明らかにすること。 

(5) 細胞のバンク化 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造のいずれかの過程で、細胞をバンク化する

場合には、その理由、セル・バンクの作製方法及びセル・バンクの特性解析、保

存・維持・管理方法・更新方法その他の各作業工程や試験に関する手順等につい
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て詳細を明らかにし、妥当性を示すこと。平成 12 年 7 月 14 日付け医薬審第 873

号厚生省医薬安全局審査管理課長通知「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬

品／生物起源由来医薬品)製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析について」

等を参考とすること。ただし、自己細胞由来であることに起因する正当な理由に

より検討事項の一部を省略することは差し支えない。 

(6) 製造工程中の取り違え及びクロスコンタミネーション防止対策 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造にあたっては、製造工程中の取り違え及び

クロスコンタミネーションの防止が重要であり、工程管理における防止対策を明

らかにすること。 

 

３  最終製品の構成要素となる細胞の特性解析 

最終製品の構成要素となる細胞については、例えば、目的外の細胞の混入を規定

するための細胞純度をはじめとして、細胞生存率、形態学的特徴、細胞増殖特性、

生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質、核型、その他適切な遺伝型又は表

現型の指標を解析するとともに、必要に応じて機能解析を行うこと。また、培養期

間の妥当性及び細胞の安定性を評価するために、予定の培養期間を超えて培養した

細胞において目的外の変化がないことを適切な細胞特性指標等を用いて示すこと。

これらの検討に際しては、あらかじめ試験的検体を用いた検討によって実施・検証

しておくことでも良いが、これらの検討結果から患者由来の細胞に適用する際に選

択すべき重要細胞特性指標を明らかにしておくこと。検討に際しては、検体の量的

制限や技術的限界もあり、可能な範囲で考慮すればよい。適用後に体内での増殖等

を期待する場合には、設定された基準による継代数又は分裂回数で期待された機能

を発揮することを明らかにすること。 

 

４  最終製品の形態、包装 

最終製品の形態、包装は、製品の品質を確保できるものでなければならない。 

 

５  製品の保存及び運搬 

中間製品又は最終製品を保存及び運搬する必要がある場合には、保存方法や期間

及び運搬容器、運搬手段（温度管理等を含む。）を定め、その妥当性を明らかにす

ること（第３章参照）。 

 

６  製造方法の恒常性 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造に当たっては、製造工程を通じて、個別に加

工した製品の細胞数、細胞生存率並びに製品の使用目的及び適用方法等からみた特

徴(表現型の適切な指標、遺伝型の適切な指標、機能特性及び目的とする細胞の含有

率等)が製品(ロット)間で本質的に損なわれないことを、試験的検体を用いてあらか

じめ評価しておくこと。中間製品で評価することが、原材料としての細胞・組織の

適格性や中間製品までの製造過程の妥当性をよく反映し、また、最終製品に向けて

の適正な道標となるなど、合理的な場合もあるので、必要に応じて選択肢とするこ
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と。 

製造工程中の凍結保存期間や加工に伴う細胞培養の期間が長期に及ぶ場合には一

定期間ごとに無菌試験を行うなど、無菌性が確保されることを確認すること。 

 

７  製造方法の変更 

開発途中に製造方法を変更した場合、変更前の製造方法による製品を用いて得た

試験成績を治験開始時又は承認申請に使用するときは、製造方法変更前後の製品の

同等性／同質性を示すこと。 

 

第３ 最終製品の品質管理 

１  総論 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の品質管理全体の方策としては、最終製品の規格及

び試験方法の設定、個別患者への適用ごとの原材料の品質管理、製造工程の妥当性

の検証と一定性の維持管理のほか、中間製品の品質管理を適正に行うこと等が挙げ

られる。 

最終製品の規格及び試験方法については、対象とする細胞・組織の種類及び性質、

製造方法、各製品の臨床使用目的や使用方法、安定性、利用可能な試験法等によっ

て異なると考えられるため、取り扱う細胞・組織によってこれらの違いを十分に考

慮して設定すること。また、製造工程の妥当性の検証と一定性の維持管理法、中間

製品の品質管理等との相互補完関係を考慮に入れて、全体として品質管理の目的が

達成されるとの観点から、合理的に規格及び試験方法を設定し、その根拠を示すこ

と。なお、治験開始前の評価は、治験を実施する製品の品質として問題がないとみ

なせることを確認することを目的としている。したがって、無菌性やマイコプラズ

マの否定など必須なものを除き、治験後に臨床試験成績と品質の関係を論ずるため

に必要な品質特性については、やむを得ない場合は少数の試験的検体の実測値をも

とにその変動をしかるべき範囲内に設定する暫定的な規格及び試験方法を設定する

ことで差し支えない。ただし、規格及び試験方法を含む品質管理法は治験の進行と

ともに充実・整備を図ること。 

 

２ 最終製品の品質管理法 

最終製品について、以下に示す一般的な品質管理項目及び試験を参考として、必

要で適切な規格及び試験方法を設定し、その根拠を明らかにすること。 

ロットを構成しない製品を製造する場合は個別製品ごとに、ロットを構成する製

品を製造する場合には、通常、各個別製品ではなく各ロットが品質管理の対象とな

るので、これを踏まえてそれぞれ適切な規格、試験方法を設定すること。 

 

(1) 細胞数並びに生存率 

得られた細胞の数と生存率は、最終製品又は必要に応じて適切な製造工程の製

品で測定すること。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値

を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 
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(2) 確認試験 

目的とする細胞・組織の形態学的特徴、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的

産生物質その他適切な遺伝型あるいは表現型のうち、重要細胞特性指標を選択し

て、目的とする細胞であることを確認すること。 

(3) 細胞の純度試験 

目的細胞以外の未分化細胞、異常増殖細胞、形質転換細胞の有無や混入細胞の

有無等の細胞の純度について、目的とする細胞・組織の由来、培養条件等の製造

工程、中間製品の品質管理等を勘案し、必要に応じて試験項目、試験方法及び判

定基準を示すこと。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値

を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(4) 細胞由来の目的外生理活性物質に関する試験 

細胞由来の各種目的外生理活性物質のうち、製品中での存在量如何で患者に安

全性上の重大な影響を及ぼす可能性が明らかに想定される場合には、適切な許容

量限度試験を設定すること。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体で

の実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(5) 製造工程由来不純物試験 

原材料に存在するか又は製造過程で非細胞成分、培地成分（フィーダー細胞を

含む）、資材、試薬等に由来し、製品中に混入物、残留物、又は新たな生成物、

分解物等として存在する可能性があるもので、かつ、品質及び安全性の面からみ

て望ましくない物質等(例えば、ウシ胎児血清由来のアルブミン、抗生物質等)に

ついては、当該物質の除去に関するプロセス評価や当該物質に対する工程内管理

試験の結果を考慮してその存在を否定するか、又は適切な試験を設定して存在許

容量を規定すること。試験対象物質の選定及び規格値の設定に当たっては、設定

の妥当性について明らかにすること。 

なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた暫定的

な規格を設定することでも良い。 

(6) 無菌試験及びマイコプラズマ否定試験 

最終製品の無菌性については、あらかじめ試験的検体を用いて全製造工程を通

じて無菌性を確保できることを十分に評価しておく必要がある。最終製品につい

て、患者に適用する前に無菌性(一般細菌及び真菌否定)を試験により示すこと。

また、適切なマイコプラズマ否定試験を実施すること。マイコプラズマ否定試験

については、検証された核酸増幅法を用いることでもよい。最終製品の無菌試験

等の結果が、患者への投与後にしか得られない場合には、投与後に無菌性等が否

定された場合の対処方法をあらかじめ設定しておくこと。また、この場合、中間

製品で無菌性を試験により示し、最終製品に至る工程の無菌性を厳密に管理する

必要がある。また、同一施設・同一工程で以前に他の患者への適用例がある場合

には、全例において試験により無菌性が確認されていること。ロットを構成する

製品で密封性が保証されている場合には、代表例による試験でよい。適用ごとに

試験を実施する必要がある場合で、無菌試験等の結果が、患者への投与後にしか

得られない場合には、適用の可否は直近のデータを参考にすることになるが、こ
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の場合でも最終製品の無菌試験等は必ず行うこと。 

抗生物質は細胞培養系で極力使用しないことが望まれるが、使用した場合には、

無菌試験に影響を及ぼさないよう処置すること。 

(7) エンドトキシン試験 

試料中の夾雑物の影響を考慮して試験を実施すること。規格値は必ずしも実測

値によらず、日本薬局方等で示されている最終製品の 1 回投与量を基にした安全

域を考慮して設定すればよい。また、工程内管理試験として設定することも考え

られるが、その場合には、バリデーションの結果を含めて基準等を設定し、その

妥当性を説明すること。 

(8) ウイルス試験 

HBV、HCV、HIV、HTLV につき、患者の段階で否定し得ず、かつこれらのウイル

スを増殖させる可能性のある細胞の場合には、増殖可能性のあるウイルスについ

てその存在量に関する試験を実施し、体性幹細胞加工医薬品等の投与が患者の不

利益にならないことを確認する必要がある。セル・バンクや中間製品においてウ

イルス否定試験が実施されている場合はこの限りではない。また、製造工程中で

生物由来成分を使用する場合には、最終製品で当該成分由来のウイルスについて

の否定試験の実施を考慮すべき場合もあるかもしれないが、可能な限り、もとの

成分段階での試験やプロセス評価で迷入が否定されていることが望ましい。 

(9) 効能試験 

細胞種、臨床使用目的又は特性等に応じた適切な効能試験の実施を考慮すべき

場合もある。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体による実測値を踏

まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(10) 力価試験 

細胞・組織から分泌される特定の生理活性物質の分泌が当該ヒト体性幹細胞加

工医薬品等の効能又は効果の本質である場合には、その目的としている必要な効

果を発揮することを示すために、当該生理活性物質に関する検査項目及び規格を

設定すること。遺伝子を導入した場合の発現産物又は細胞から分泌される目的の

生成物等について、力価、産生量等の規格を設定すること。なお、治験開始時に

おいては、少数の試験的検体による実測値を踏まえた暫定的な規格を設定するこ

とでも良い。 

(11) 力学的適合性試験 

一定の力学的強度を必要とする製品については、適用部位を考慮した力学的適

合性及び耐久性を確認するための規格を設定すること。なお、治験開始時におい

ては、少数の試験的検体による実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することで

も良い。 

 

第３章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の安定性 

製品化したヒト体性幹細胞加工医薬品等又は重要なそれらの中間製品について、保

存・流通期間及び保存形態を十分考慮して、細胞の生存率及び力価等に基づく適切な

安定性試験を実施し、貯法及び有効期限を設定し、その妥当性を明らかにすること。
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特に凍結保管及び解凍を行う場合には、凍結及び解凍操作による製品の安定性や規格

への影響がないかを確認すること。また、必要に応じて標準的な製造期間を超える場

合や標準的な保存期間を超える長期保存についても検討し、安定性の限界を可能な範

囲で確認すること。ただし、製品化後直ちに使用するような場合はこの限りではない。 

また、製品化したヒト体性幹細胞加工医薬品等を運搬する場合には、運搬容器及び

運搬手順(温度管理等を含む。)等を定め、その妥当性について明らかにすること。 

 

第４章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の非臨床安全性試験 

製品の特性及び適用法から評価が必要と考えられる安全性関連事項について、技術

的に可能であれば、科学的合理性のある範囲で、適切な動物を用いた試験又は in 

vitro での試験を実施すること。なお、非細胞成分及び製造工程由来の不純物等につ

いては、可能な限り、動物を用いた試験ではなく理化学的分析法により評価すること。 

ヒト由来の試験用検体は貴重であり、また、ヒト由来の製品を実験動物等で試験し

て必ずしも意義ある結果が得られるとは限らない。このため、動物由来の製品モデル

を作成し適切な実験動物に適用する試験系により試験を行うことで、より有用な知見

が得られると考えられる場合には、むしろ、このような試験系を用いることに科学的

合理性がある可能性がある。その際は、対象疾患ごとに適切なモデル動物を用いた試

験の実施を考慮する（注：例えば神経疾患ならばサル等、循環器疾患ならばブタ・イ

ヌ等が適している場合がある）。ただし、ヒト体性幹細胞加工医薬品等を構成する細

胞と同一の特徴を有する細胞集団が同一の手法にてヒト以外の動物種からも得られ

るとは限らず、また同様の培養条件等で同等／同質な製品が製造できるとも限らない

ことから、このような試験の採用、実施及び評価にあたっては、慎重な事前検討や対

応が必要である。ヒト以外の動物種から得た体性幹細胞加工製品を用いて動物実験を

行った場合、その外挿可能性を説明すること。場合によっては細胞を用いる試験系も

考慮し、このようなアプローチにより試験を行なった際には、その試験系の妥当性に

ついて明らかにすること。 

以下に、必要に応じて非臨床的に安全性を確認する際の参考にすべき事項及び留意

点の例を示す。これらは例示であって、合理性のない試験の実施を求める趣旨ではな

く、自己細胞由来であることや、製品の特性及び適用法等を考慮して、必要かつ適切

な試験を実施し、その結果について総合的な観点から評価、考察すること。 

１ 培養期間を超えて培養した細胞について、目的外の形質転換を起こしていないこ

とを明らかにすること。 

２ 必要に応じて細胞・組織が産生する各種サイトカイン、成長因子等の生理活性物

質の定量を行い、生体内へ適用したときの影響に関して考察を行うこと。 

３ 製品の適用が患者の正常な細胞又は組織に影響を与える可能性、及びその安全性

について検討、考察すること。 

４ 製品の種類に応じて、患者への適用により異所性組織を形成する可能性、及びそ

の安全性について検討、考察すること。 

５ 製品及び導入遺伝子の発現産物等による望ましくない免疫反応が生じる可能性、

及びその安全性について検討、考察すること。 
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６ 良性腫瘍を含む腫瘍形成及びがん化の可能性については、製品の種類や特性、投

与経路、生着部位、対象疾患、及び試験系の妥当性等を総合的に勘案して考察する

こと。必要に応じて適切な動物モデル等を利用した検討を行うこと。また、腫瘍形

成又はがん化の可能性がある場合には、期待される有効性との関係等を勘案して、

使用することの妥当性及び合理性について明らかにすること（注：造腫瘍性試験に

おいて最も重要なのは、最終製品が患者に適用された場合の製品の造腫瘍性を可能

な限り的確に評価することである。しかし、十分な細胞数が得られない等の理由に

より最終製品を構成する細胞を用いることができず、中間製品の細胞を用いて最終

製品の造腫瘍性を評価しなければならない場合も想定される。また、動物モデルを

使用した造腫瘍性試験においては、細胞の分散や足場への接着、細胞密度、投与部

位等の条件が最終製品と必ずしも一致するものではない。さらに、動物の種・系統

・免疫状態による感度差もある。これらの事情を総合的に勘案して、最終製品の造

腫瘍性を評価する必要がある。また、最終製品の造腫瘍性に起因する患者へのリス

クについては、対象疾患を治療することによる患者へのベネフィット等とのバラン

スを踏まえて合理的に評価すること。）。 

７ 製造工程で外来遺伝子の導入が行われ、最新の知見に基づき、最終製品中で機能

している場合や残存していると判断された場合には、遺伝子治療用医薬品指針に定

めるところに準じて試験を行うこと。特に、ウイルスベクターを使用した場合には

増殖性ウイルスがどの程度存在するかを検査するとともに、検査方法が適切である

ことについても明らかにすること。 

また、導入遺伝子及びその産物の性状について調査し、安全性について明らかに

すること。細胞については、増殖性の変化、良性腫瘍を含む腫瘍形成及びがん化の

可能性について考察し、明らかにすること。染色体への挿入の可能性があるベクタ

ーを用いた場合には、挿入変異による細胞の異常増殖性や造腫瘍性についての評価

や臨床適応に当たっての長期フォローアップの必要性を考慮すること。 

８ 動物由来のモデル製品を含めて製品の入手が容易であり、かつ臨床上の適用に関

連する有用な安全性情報が得られる可能性がある場合には、合理的に設計された一

般毒性試験の実施を考慮すること。 

なお、一般毒性試験の実施に当たっては、平成元年 9 月 11 日付け薬審 1 第 24 号

厚生省薬務局新医薬品課長・審査課長連名通知「医薬品の製造(輸入)承認申請に必

要な毒性試験のガイドラインについて」の別添「医薬品毒性試験法ガイドライン」

等を参照すること。 

 

第５章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の効力又は性能を裏付ける試験 

１ 技術的に可能かつ科学的に合理性のある範囲で、実験動物又は細胞等を用い、適

切に設計された試験により、ヒト体性幹細胞加工医薬品等の機能発現、作用持続性

及び医薬品・医療機器として期待される臨床効果の実現可能性(Proof-of-Concept)

を示すこと。 

２ 遺伝子導入細胞にあっては、導入遺伝子からの目的産物の発現効率及び発現の持

続性、導入遺伝子の発現産物の生物活性並びに医薬品等として期待される臨床効果
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の実現可能性(Proof-of-Concept)を示すこと。 

３ 適当な動物由来細胞・組織製品モデル又は疾患モデル動物がある場合には、それ

を用いて治療効果を検討すること。 

４ 治験開始段階では、当該製品の効力又は性能による治療が他の治療法と比較した

ときはるかに優れて期待できることが国内外の文献又は知見等により合理的に明ら

かにされている場合には、必ずしも詳細な実験的検討は必要とされない。 

 

第６章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の体内動態 

１ 製品を構成する細胞・組織及び導入遺伝子の発現産物について、技術的に可能で、

かつ、科学的合理性がある範囲で、実験動物での吸収及び分布等の体内動態に関す

る試験等により、患者等に適用された製品中の細胞・組織の生存期間、効果持続期

間を推測し、目的とする効果が十分得られることを明らかにすること（注：体内動

態に関する試験等には、例えば組織学的検討、AluPCR 法、磁気共鳴画像診断法(MRI)、

陽電子放射断層撮影法(PET)、単一光子放射断層撮影法(SPECT)、バイオイメージン

グなどがある）。 

２ ヒト体性幹細胞加工医薬品等の用法（投与方法）について、動物実験を通してそ

の合理性を明らかとすること。特に、全身投与にあっては投与後の細胞の全身分布

を動物実験などから外挿し、有用性の観点から議論すること。（注:投与経路ごとに

どこに生着するかは不明であるが、全身投与よりも局所投与が望ましいと想定され

る。しかし、全身投与であってもその有用性において被投与患者に有益であると合

理的に説明が可能である場合には用法として設定可能である。例えば、生着を期待

する臓器以外への分布を最低限に抑えることが合理的な投与方法であると想定され

る。また、異所性生着しても、被投与患者にとって不利益（生体機能への悪影響）

が生じない場合は用法として肯定できる可能性がある。異所性分化による不利益と

は、例えば間葉系幹細胞が心臓に異所性生着して骨形成する場合が想定され、それ

が不整脈を惹起したような場合である。） 

３ 当該細胞・組織が特定の部位(組織等)に直接適用又は到達して作用する場合には、

その局在性を明らかにし、局在性が製品の有効性・安全性に及ぼす影響を考察する

こと。 

 

第７章 臨床試験 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の臨床試験を開始するに当たって支障となる品質及び

安全性上の問題が存在するか否かの段階における安全性については、臨床上の有用性

を勘案して評価されるものであり、ヒト体性幹細胞加工医薬品等について予定されて

いる国内の臨床試験計画について以下の項目を踏まえて評価すること。その際、明ら

かに想定される製品のリスクを現在の学問・技術を駆使して排除し、その科学的妥当

性を明らかにした上で、なお残る「未知のリスク」と、重篤で生命を脅かす疾患、身

体の機能を著しく損なう疾患、身体の機能や形態を一定程度損なうことにより QOL を

著しく損なう疾患などに罹患し、従来の治療法では限界があり、克服できない患者が

「新たな治療機会を失うことにより被るかもしれないリスク」とのリスクの大小を勘
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案し、かつ、これらすべての情報を開示した上で患者の自己決定権に委ねるという視

点を持つこと、すなわち、リスク・期待されるベネフィットの情報を開示した上で臨

床試験に入るかどうかの意思決定は患者が行うという視点を入れて評価することが

望まれる。 

１ 対象疾患 

２ 対象とする被験者及び除外すべき被験者の考え方 

３ ヒト体性幹細胞加工医薬品等の適用及び併用薬を含めた被験者に対して行われる

治療内容（注：投与・移植した細胞の機能を維持・向上・発揮させるために併用す

る薬剤が想定される場合、当該薬剤の作用を in vitro あるいは in vivo で検証する

こと）。 

４ 既存の治療法との比較を踏まえた臨床試験実施の妥当性 

５ 現在得られている情報から想定される製品並びに患者のリスク及びベネフィット

を含め、被験者への説明事項の案 

なお、臨床試験は、適切な試験デザイン及びエンドポイントを設定して実施する必

要があり、目的とする細胞・組織の由来、対象疾患及び適用方法等を踏まえて適切に

計画すること。 

 



薬食発０９０７第３号

平成２４年９月７日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について

ヒト由来の細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性を確保

するための基本的な技術要件については、平成20年２月８日付け薬食発第020800

3号厚生労働省医薬食品局長通知「ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬

品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」の別添及び平成20年９月12日

付け薬食発第0912006号厚生労働省医薬食品局長通知「ヒト（同種）由来細胞や

組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」の別添（以

下、「平成20年２指針」という。）により通知したところである。

今般、ヒト由来の体性幹細胞うち、同種由来体性幹細胞を加工した医薬品又は

医療機器の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件については、平成20

年２指針に代えて、新たな指針を別添「ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の

品質及び安全性の確保に関する指針」のとおりとりまとめたので、御了知の上、

貴管内関係業者等が同種由来体性幹細胞を加工した医薬品又は医療機器を開発す

る際等に参考として利用できるよう周知願いたい。
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ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

 

はじめに 

 

１．  本指針は、ヒト由来の体性幹細胞のうち、同種由来体性幹細胞（自己由来体性幹細

胞を除く）を加工した医薬品又は医療機器(以下「ヒト(同種)体性幹細胞加工医薬品

等」という)の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件について定めるもの

である。 

しかしながら、体性幹細胞加工医薬品等の種類や特性、臨床上の適用法は多種多様

であり、また、本分野における科学的進歩や経験の蓄積は日進月歩である。本指針を

一律に適用したり、本指針の内容が必要事項すべてを包含しているとみなしたりする

ことが必ずしも適切でない場合もある。したがって、個々の医薬品等についての試験

の実施や評価に際しては本指針の目的を踏まえ、その時点の学問の進歩を反映した合

理的根拠に基づき、ケース・バイ・ケースで柔軟に対応することが必要であること。 

 

２． 薬事戦略相談あるいは治験相談におけるヒト体性幹細胞加工医薬品等の治験を開

始するに当たっての基本的留意点は、当該製品にヒトへの適用により支障となる品質

及び安全性上の明らかな問題が存在するか否か、臨床で得られた知見との関係性を照

合できる程度に品質特性が把握され、その一定範囲の恒常性が確保されているか否か

を確認することにある。その際、明らかに想定される製品のリスクを現在の学問・技

術を駆使して排除し、その科学的妥当性を明らかにした上で、なお残る未知のリスク

と、重篤で生命を脅かす疾患、身体の機能を著しく損なう疾患、身体の機能や形態を

一定程度損なうことにより QOL を著しく損なう疾患などに罹患し、従来の治療法では

限界があり、克服できない患者が「新たな治療機会を失うことにより被るかもしれな

いリスク」とのリスクの大小を勘案し、かつ、これらすべての情報を開示した上で患

者の自己決定権に委ねるという視点を持つこと、すなわち、リスク・期待されるベネ

フィットの情報を開示した上で、治験に入るかどうかの意思決定は患者が行うという

視点を入れて評価することも重要である。したがって、治験開始の場合、その届出に

当たって添付するべき資料について本指針に示された要件や内容をすべて充たすこ

とを必ずしも求めている訳ではない。製造販売承認申請時における品質及び安全性の

確保のための資料は治験の進行とともに本指針に沿って充実整備されることを前提

に、治験開始時点でその趣旨に適う条件を充たし、合理的に作成された適切な資料を

提出すること。 

また、治験開始に必要とされる資料の範囲及び程度については、当該製品の由来、

対象疾患、対象患者、適用部位、適用方法及び加工方法等により異なり、本指針では

具体的に明らかでないことも少なくないので、個別に独立行政法人医薬品医療機器総

合機構に相談することが望ましい。 

 

３． 本指針に記述された事項、試験方法、基準その他の技術要件は、それぞれの目的に

適う内容と程度をもとに考慮、選択、適用、及び評価されるべきことを意図しており、
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必ずしも常に同一（最高）水準での解釈、運用を求めている訳ではない。この趣旨を

踏まえ、申請者は、考慮した背景、選択、適用、及び評価した内容と程度がそれぞれ

の目的に相応しく、科学的合理性からみて妥当であることを明らかにすること。 
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第１章 総則 

 

第１ 目的 

本指針は、ヒト(同種)体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保のための基

本的な技術要件について定めるものである。 

 

第２ 定義 

本指針における用語の定義は以下のとおりとする。 

１  「ヒト体性幹細胞」とは、ヒトから採取された細胞又は当該細胞の分裂により生

ずる細胞であって、多分化能を有し、かつ自己複製能力を維持しているもの又はそ

れに類することが推定されるもの及びこれらに由来する細胞のうち、以下のものを

指す。すなわち、組織幹細胞（例えば、造血幹細胞、神経幹細胞、間葉系幹細胞（骨

髄間質幹細胞・脂肪組織由来幹細胞を含む。）、角膜上皮幹細胞、皮膚幹細胞、毛

胞幹細胞、腸管幹細胞、肝幹細胞及び骨格筋幹細胞）及びこれを豊富に含む細胞集

団（例えば、造血系幹細胞を含む全骨髄細胞）をいい、血管前駆細胞、臍帯血及び

骨髄間質細胞を含む。また、体外でこれらの細胞を培養して得られた細胞を含む。

ヒト胚性幹細胞（ES 細胞）、ヒト人工多能性幹細胞（iPS 細胞）、ヒト人工多能性

幹細胞様細胞（iPS 様細胞）、ヒト胚性生殖細胞（EG 細胞）、ヒト多能性生殖系列

幹細胞（mGS 細胞）、ヒト単為発生幹細胞、ヒト核移植幹細胞、ヒトがん細胞、ヒ

トがん幹細胞、及びこれらに由来する細胞は含まない（注：ヒト胚性幹細胞（ES

細胞）、ヒト人工多能性幹細胞（iPS 細胞）、ヒト人工多能性幹細胞様細胞（iPS

様細胞）の定義はそれぞれ「ヒト ES 細胞加工医薬品等の品質及び安全性確保に関

する指針」、「ヒト（同種/自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性確

保に関する指針」に従う）。 

２  「細胞・組織の加工」とは、疾患の治療や組織の修復又は再建を目的として、細

胞・組織の人為的な増殖・分化、細胞の株化、細胞の活性化等を目的とした薬剤処

理、生物学的特性改変、非細胞成分との組み合わせ又は遺伝子工学的改変等を施す

ことをいう。 

組織の分離、組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離、抗生物質による処理、

洗浄、ガンマ線等による滅菌、冷凍、解凍等は加工とみなさない。 

３  「製造」とは、加工に加え、組織の分離、組織の細切、細胞の分離、特定細胞の

単離、抗生物質による処理、洗浄、ガンマ線等による滅菌、冷凍、解凍等、当該細

胞・組織の本来の性質を改変しない操作を含む行為で、最終製品であるヒト(同種)

体性幹細胞加工医薬品等を出荷するまでに行う行為をいう。 

４  「表現型」とは、ある一定の環境条件のもとで、ある遺伝子によって表現される

形態学的及び生理学的な性質をいう。 

５  「HLA タイピング」とは、ヒトの主要組織適合性抗原型である HLA(ヒト白血球抗

原)のタイプを特定することをいう。 

６  「ドナー」とは、ヒト(同種)体性幹細胞加工医薬品等の原料となる細胞・組織を

提供するヒトをいう。 
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７  「遺伝子導入構成体」とは、目的遺伝子を標的細胞に導入するための運搬体、目

的遺伝子及びその機能発現に必要な要素をコードする塩基配列等から構成される

ものをいう。 

 

第２章 製造方法 

製造方法について、下記の事項に留意し、必要な情報を明らかにすること。これらの

情報等は、最終製品の品質や安全性等の確保に資するとともに、品質の恒常性を製造方

法面から保証するために重要なものである。しかし、品質・安全性等の確保や品質の恒

常性保証は、製造方法全体で相互補完的方策により達成され、その方策が合理的で合目

的性に叶うことが最も肝要である。したがって、最終製品や中間製品における品質試験

や管理あるいは製造過程における管理において、品質・安全性等の確保や品質の恒常性

保証という目的が達成されるのであれば、その科学的妥当性を明示した上で下記の措置

や情報の一部を省略しても差し支えない。 

 

第１ 原材料及び製造関連物質 

１ 原材料となるヒト細胞・組織 

(1) 起源及び由来、選択理由 

原材料として用いられる細胞・組織の起源及び由来について説明し、当該細胞・組

織を選択した理由を明らかにすること。 

(2) 原材料となる細胞・組織の特性と適格性 

① 生物学的構造・機能の特徴と選択理由 

原材料として用いられる細胞・組織について、その生物学的構造・機能の特徴を、

例えば、形態学的特徴、増殖特性、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質、

HLA タイピング、その他適切な遺伝型又は表現型の指標から適宜選択して示し、当

該細胞・組織を原材料として選択した理由を説明すること。特に原材料となる体性

幹細胞が有用な分化能を有することを明らかとすること。この場合の分化能とは、

多系統への分化能を指しているわけではなく、生体内での機能を期待する細胞への

分化能を有することを示すことで良い。また、in vitro での分化能の提示が望ま

しいが、合理的な説明がつけば in vivo での分化で示すことは可能である。例えば、

体性幹細胞の１つである心筋幹細胞を原材料とする場合には、心筋幹細胞が心筋細

胞へと分化しうることを示すことで良い。 

これらの検討結果から原材料となる細胞・組織を新たに調製する際に選択すべき

重要細胞特性指標を明らかにしておくこと。検討に際しては、検体の量的制限や技

術的限界もあり、可能な範囲で考慮すれば良い。 

 

② ドナーの選択基準、適格性 

ドナーの選択が倫理的に適切に行われ、かつ適切な手続きで行われたことを示す

こと。また、年齢、性別、民族学的特徴、遺伝的特徴、病歴、健康状態、採取細胞

・組織を介して感染する可能性がある各種感染症に関する検査項目、免疫適合性等

を考慮して、選択基準、適格性基準を定め、その妥当性を明らかにすること。ドナ
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ーのゲノム・遺伝子解析を行う場合は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫

理指針」（平成 16 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）に従うこ

と。 

特に B型肝炎(HBV)、C 型肝炎(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症、成人 T

細胞白血病(HTLV)、パルボウイルス B19 感染症については、問診及び検査(血清学

的試験や核酸増幅法等)により否定すること。また、サイトメガロウイルス感染、

EB ウイルス感染及びウエストナイルウイルス感染については必要に応じて検査に

より否定すること。 

この他、次に掲げるものについては既往歴の聴取、問診等を行うとともに、輸血、

移植医療を受けた経験の有無等からドナーとしての適格性を判断すること。 

・梅毒トレポネーマ、クラミジア、淋菌、結核菌等の細菌による感染症 

・敗血症及びその疑い 

・悪性腫瘍 

・重篤な代謝及び内分泌疾患 

・膠原病及び血液疾患 

・肝疾患 

・伝達性海綿状脳症及びその疑い並びにその他の認知症 

・特定の遺伝性疾患や家族歴 

 

(3) ドナーに関する記録 

原材料となる細胞・組織について、安全性を確保するために必要な情報が確認でき

るよう、ドナーに関する記録が整備、保管されていること。また、その具体的方策を

示すこと。なお、試験的検体のドナー及び患者のそれぞれについて、それぞれの細胞

の使用目的に応じた情報の整備及び保管方策でよい。 

 

(4) 細胞・組織の採取・保存・運搬 

① 採取者及び採取医療機関等の適格性 

原材料となる細胞・組織の採取者及び採取医療機関等に求めるべき技術的要件に

ついて、明らかにすること。 

② 採取部位及び採取方法の妥当性 

細胞・組織の採取部位の選定基準及び採取方法を示し、これらが科学的及び倫理

的に適切に選択されたものであることを明らかにすること。細胞・組織の採取方法

については、用いられる器具及び薬剤、微生物汚染防止、取り違えやクロスコンタ

ミネーション防止のための方策等を具体的に示すこと。 

③ ドナーに対する説明及び同意 

細胞・組織のドナーに対する説明及び同意の内容を、臨床応用も含めて規定する

こと。 

④ ドナーの個人情報の保護 

ドナーの個人情報の保護方策について具体的に規定すること。 

⑤ ドナーの安全性確保のための試験検査 
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細胞・組織採取時にドナーの安全性確保のために採取部位の状態の確認など試験

検査を行わなければならない場合には、その内容、検査結果等に問題があった場合

の対処法について具体的に規定すること。 

⑥ 保存方法及び取り違え防止策 

採取した細胞・組織を一定期間保存する必要がある場合には、保存条件や保存期

間及びその設定の妥当性について明らかにすること。また、取り違えを避けるため

の手段や手順等について具体的に説明すること。 

⑦ 運搬方法 

採取した細胞・組織を運搬する必要がある場合には、運搬容器、運搬手順(温度

管理等を含む。)を定め、その妥当性について明らかにすること。 

⑧ 記録の作成及び保管方法 

①～⑦に関する事項について、実施の記録を文書で作成し、適切に保管する方法

について明らかにすること。 

 

２ 目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質 

目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質を明らかにし、その適格性を

示すとともに、必要に応じて規格を設定し、適切な品質管理を行うことが必要である。 

なお、生物由来製品又は特定生物由来製品を原材料として使用する場合は、その使

用量を必要最小限とし、「生物由来原料基準」(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号)

をはじめとする関連法令及び通知を遵守すること。特に、ウイルス不活化及び除去に

関する情報を十分に評価する必要があるほか、遡及調査等を確保する方策についても

明らかにすること。 

 

(1) 細胞の培養を行う場合 

① 培地、添加成分(血清、成長因子及び抗生物質等)及び細胞の処理に用いる試薬等

のすべての成分等についてその適格性を明らかにし、必要に応じて規格を設定す

ること。各成分等の適格性の判定及び規格の設定に当たっては、最終製品の適用

経路等を考慮すること。 

② 培地成分については、以下の点に留意すること。 

ア  培地に使用する成分及び水は、可能な範囲で医薬品又は医薬品原料に相当する

基準で品質管理されている生物学的純度の高い品質のものを使用すること。 

イ  培地に使用する成分は主成分のみでなく使用するすべての成分について明ら

かにし、選択理由及び必要に応じて品質管理法等を明確にすること。ただし、培

地の構成成分が周知のもので、市販品等が一般的に使用されている DMEM、MCDB、

HAM、RPMI のような培地は 1つのものと考えてよい。 

ウ  すべての成分を含有した培地の最終品については、無菌性及び目的とした培養

に適していることを判定するための性能試験を実施する必要がある。その他、工

程管理上必要と思われる試験項目を規格として設定し、適切な品質管理を行う必

要がある。 

③ 異種血清及び異種もしくは同種の血清に由来する成分については、細胞活性化又は
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増殖等の加工に必須でなければ使用しないこと。特に繰り返して使用する可能性の

ある製品では可能な限り使用を避けるよう検討すること。血清等の使用が避けられ

ない場合には、以下の点を考慮し、血清等からの細菌、真菌、ウイルス及び異常プ

リオン等の混入・伝播を防止するとともに、最終製品から可能な限り除去するよう

処理方法等を検討すること。 

ア 血清等の由来を明確にすること。 

イ 牛海綿状脳症発生地域からの血清を極力避ける等感染症リスクの低減に努め

ること。 

ウ 由来動物種に特異的なウイルスやマイコプラズマに関する適切な否定試験を

行い、ウイルス等に汚染されていないことを確認した上で使用すること。 

エ 細胞の活性化、増殖に影響を与えない範囲で細菌、真菌及びウイルス等に対す

る適切な不活化処理及び除去処理を行う。例えば、潜在的なウイルス混入の危険

性を避けるために、必要に応じて加熱処理、フィルター処理、放射線処理又は紫

外線処理等を組み合わせて行うこと。 

オ 培養細胞でのウイルス感染のモニター、患者レベルでのウイルス性疾患の発症

に対するモニター及び異種血清成分に対する抗体産生等の調査のために、使用し

た血清の一部を保管すること。 

④ フィーダー細胞を使用する場合には、平成 12 年 7 月 14 日付け医薬審第 873 号通知

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬

品／生物起源由来医薬品）製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析」、平成 14

年 7 月 9 日付け医政研発第 0709001 号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「異

種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」及び平成 16 年 7 月 2

日付医政研発第 0702001 号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「「異種移植の

実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」に基づく 3T3J2 株及び 3T3NIH

株をフィーダー細胞として利用する上皮系の再生医療への指針」を参考にして品質

評価を行い、フィーダー細胞からの細菌、真菌、ウイルス、異常プリオン等の混入

・伝播を防止する策を講じるとともに、使用時の分裂能不活化方法及び細胞密度等

の条件について明らかにすること。ただし、例えば既に臨床使用されているヒト細

胞・組織製品の製造に使用され、その特性や微生物学的安全性等について評価が定

まっているフィーダー細胞と同一の細胞を利用する場合には、その妥当性を示すこ

とによってウイルス否定試験等、試験の一部を省略することができる可能性があ

る。 

⑤ 抗生物質の使用は極力避けるべきである。ただし製造初期の工程において抗生物質

の使用が不可欠と考えられる場合には、その後の工程で可能な限り漸減を図るほ

か、その科学的理由、最終製品での推定残存量、患者に及ぼす影響などの面から妥

当性を説明すること。なお、抗生物質を使用する場合でも十分に除去されることが

立証される場合には、その使用を妨げるものではない。一方、原則として、用いる

抗生物質に過敏症の既往歴のある患者の場合には、本治療を適応すべきではない。

やむを得ず適用する際には十分な注意を払うと同時に、患者からインフォームド・

コンセントを得る必要がある。 
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⑥ 成長因子を用いる場合には、細胞培養特性の再現性を保証するために、例えば純度

及び力価に関する規格を設定する等適切な品質管理法を示すこと。 

⑦ 最終製品に含有する可能性のある培地成分や操作のために用いられたその他の成

分等については、生体に悪影響を及ぼさないものを選択すること。 

 

(2) 非細胞成分と組み合わせる場合 

① 細胞以外の原材料の品質及び安全性について 

細胞とともに最終製品の一部を構成する非細胞の原材料(マトリックス、医療材

料、スキャフォールド、支持膜、ファイバー及びビーズ等)がある場合には、その

品質及び安全性に関する知見について明らかにすること。 

当該原材料の種類と特性、最終製品における形態・機能及び想定される臨床適応

の観点から見た品質、安全性及び有効性評価との関連を勘案して、適切な情報を提

供すること。生体吸収性材料を用いる場合には、分解生成物に関して必要な試験を

実施すること。 

なお、必要な試験等については、平成 15 年 2 月 13 日付け医薬審発第 0213001 号

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医療用具の製造(輸入)承認申請に必要な

生物学的試験の基本的考え方について」等を参照し、試験結果及び当該原材料を使

用することの妥当性を示すこと。文献からの知見、情報を合理的に活用すること。 

② 目的とする細胞との相互作用について 

最終製品中又は中間製品中の細胞との相互作用に関し、以下の事項について、確

認方法及び確認結果を示すこと。 

ア  非細胞成分が、想定される臨床適応に必要な最終製品中又は中間製品中の細

胞の機能、生育能力、活性及び安定性に悪影響を与えないこと。 

イ  非細胞成分との相互作用によって起こり得る、最終製品中又は中間製品中の

細胞の変異、形質転換及び脱分化等を考慮し、その影響を可能な範囲で評価す

ること。 

ウ  想定される臨床適応において期待される非細胞成分の性質が、最終製品中又

は中間製品中の細胞との相互作用によって損なわれないこと。 

③ 細胞と適用部位を隔離する目的で非細胞成分を使用する場合 

非細胞成分を細胞と適用部位を隔離する目的で使用する場合、下記の項目を参考

に効果、安全性を確認すること。 

ア  免疫隔離が目的の場合、その程度 

イ  最終製品中の細胞由来の目的生理活性物質の膜透過キネティクスと薬理効果 

ウ  栄養成分及び排泄物の拡散 

エ  非細胞成分が適用部位周辺に及ぼす影響 

オ 目的細胞由来の目的生理活性物質の薬理効果に期待し、かつ目的細胞や未分化

細胞と適用部位との隔離を目的する場合、非細胞成分の崩壊等により細胞等が漏

出しないこと。 

 

(3) 細胞に遺伝子工学的改変を加える場合 
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細胞に遺伝子を導入する場合は、次に掲げる事項に関する詳細を示すこと。 

① 目的遺伝子の構造、由来、入手方法、クローニング方法並びにセル・バンクの調製

方法、管理方法及び更新方法等に関する情報 

② 導入遺伝子の性質 

③ 目的遺伝子産物の構造、生物活性及び性質 

④ 遺伝子導入構成体を作製するために必要なすべての原材料、性質及び手順(遺伝子

導入法並びに遺伝子導入用ベクターの由来、性質及び入手方法等) 

⑤ 遺伝子導入構成体の構造や特性 

⑥ ベクターや遺伝子導入構成体を作製するための細胞やウイルスのバンク化及びバ

ンクの管理方法 

遺伝子導入細胞の製造方法については、平成 7 年 11 月 15 日付け薬発第 1062 号

厚生省薬務局長通知「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針に

ついて」(以下、「遺伝子治療用医薬品指針」という。)の別添「遺伝子治療用医薬

品の品質及び安全性の確保に関する指針」第 2章等を参照すること。また、同通知

の別記に準じて設定の妥当性等を明らかにすること。 

なお、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法

律(平成 15 年法律第 97号)に基づき、「ヒトの細胞等」若しくは「分化する能力を

有する、又は分化した細胞等であって、自然条件において個体に成育しないもの」

以外の細胞、「ウイルス」及び「ウイロイド」に対して遺伝子工学的改変を加える

場合には、別途手続きが必要となるので留意すること。 

上記の記述にかかわらず、最新の知見に基づき、細胞に導入される遺伝子が、化

学的にも、機能的にも最終製品の一部を構成せず、製造工程中の試薬として使用さ

れると判断された場合は、使用の目的に適う品質及び安全性が確保されていること

を明らかにすることでよい。 

 

第２ 製造工程 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造に当たっては、製造方法を明確にし、可能な範

囲でその妥当性を以下の項目で検証し、品質の一定性を保持すること。 

１ ロット構成の有無とロットの規定 

最終製品及び中間製品がロットを構成するか否かを明らかにすること。ロットを構

成する場合には、ロットの内容について規定しておくこと。 

２ 製造方法 

ヒト細胞・組織の受け入れから体性幹細胞の単離を経て最終製品に至る製造の方法

の概要を示すとともに、具体的な処理内容及び必要な工程管理、品質管理の内容を明

らかにすること。 

(1) 受入検査 

原材料となる細胞・組織について、細胞・組織の種類や使用目的に応じて実施

する受入のための試験検査の項目(例えば、目視検査、顕微鏡検査、採取収率、生

存率、細胞・組織の特性解析及び微生物試験等)と各項目の判定基準を設定するこ

と。治験開始前段階にあっては、それまでに得られた試験検体での実測値を提示し、
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これらを踏まえた暫定値を示すこと。 

(2) 細菌、真菌及びウイルス等の不活化・除去 

原材料となる細胞・組織について、その細胞生存率や表現型、遺伝形質及び特

有の機能その他の特性及び品質に影響を及ぼさない範囲で、必要かつ可能な場合は

細菌、真菌及びウイルス等を不活化又は除去する処理を行うこと。当該処理に関す

る方策と評価方法について明らかにすること。 

(3) 組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離等 

原材料となる細胞・組織から製品を製造する初期の過程で行われる組織の細切、

細胞の分離、体性幹細胞の単離及びそれらの洗浄等の方法を明らかにすること。体

性幹細胞の単離を行う場合には、その確認方法を設定すること。 

(4) 最終製品の構成要素となる細胞の作製 

ヒト細胞・組織の採取から体性幹細胞の単離を経て、最終製品の構成要素とな

る細胞を取得するまでの方法（分化誘導方法、目的とする細胞の分離・培養の方法、

培養の各段階での培地、培養条件、培養期間及び収率等）を明確にし、可能な範囲

でその妥当性を明らかにすること。 

(5) 細胞株の樹立と使用 

細胞株の樹立に当たっては、ドナーの遺伝的背景を可能な範囲で理解したうえ

で樹立すること。樹立の方法を明確にし、可能な範囲でその妥当性を明らかにする

こと。 

株化細胞の品質の均質性及び安定性を保持するため、必要な特性解析要件(細胞

純度、形態学的評価、表現型特異的マーカー、核型など)を同定してその基準を設

定するとともに、安定性を維持したまま増殖が可能な継代数を示すこと。 

株化細胞に関しては、適切な動物モデル等を利用し、腫瘍形成及びがん化の可

能性について考察し、明らかにすること。 

(6) 細胞のバンク化 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造のいずれかの過程で、細胞をバンク化する

場合には、その理由、セル・バンクの作製方法及びセル・バンクの特性解析、保存

・維持・管理方法・更新方法その他の各作業工程や試験に関する手順等について詳

細を明らかにし、妥当性を示すこと。平成 12 年 7 月 14 日付け医薬審第 873 号厚生

省医薬安全局審査管理課長通知「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品／生物

起源由来医薬品)製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析について」等を参考と

すること。 

(7) 製造工程中の取り違え及びクロスコンタミネーション防止対策 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造にあたっては、製造工程中の取り違え及び

クロスコンタミネーションの防止が重要であり、工程管理における防止対策を明ら

かにすること。 

 

３ 最終製品の構成要素となる細胞の特性解析 

最終製品の構成要素となる細胞については、例えば、目的外の細胞の混入を規定す

るための細胞純度をはじめとして、細胞生存率、形態学的特徴、細胞増殖特性、生化
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学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質、核型、その他適切な遺伝型又は表現型の

指標を解析するとともに、必要に応じて機能解析を行うこと。また、培養期間の妥当

性及び細胞の安定性を評価するために、予定の培養期間を超えて培養した細胞におい

て目的外の変化がないことを適切な細胞特性指標等を用いて示すこと。これらの検討

結果から患者に製品を適用する際に選択すべき重要細胞特性指標を明らかにしてお

くこと。これらの検討に際しては、あらかじめ試験的検体を用いた検討によって実施

・検証しておくことでも良いが、これらの検討結果から患者由来の細胞に適用する際

に選択すべき重要細胞特性指標を明らかにしておくこと。検討に際しては、検体の量

的制限や技術的限界もあり、可能な範囲で考慮すればよい。適用後に体内での増殖等

を期待する場合には、設定された基準による継代数又は分裂回数で期待された機能を

発揮することを明らかにすること。 

 

４ 最終製品の形態、包装 

最終製品の形態、包装は、製品の品質を確保できるものでなければならない。 

 

５ 製品の保存及び運搬 

中間製品又は最終製品を保存及び運搬する必要がある場合には、保存方法や期間及

び運搬容器、運搬手段（温度管理等を含む。）を定め、その妥当性を明らかにするこ

と（第３章参照）。 

 

６ 製造方法の恒常性 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の製造に当たっては、製造工程を通じて、個別に加工

した製品の細胞数、細胞生存率並びに製品の使用目的及び適用方法等からみた特徴

(表現型の適切な指標、遺伝型の適切な指標、機能特性及び目的とする細胞の含有率

等)が製品(ロット)間で本質的に損なわれないことを、あらかじめ評価しておくこと。

この際、試験的検体を用いても良い。また、中間製品で評価することが、原材料とし

ての細胞・組織の適格性や中間製品までの製造過程の妥当性をよく反映し、また、最

終製品に向けての適正な道標となるなど、合理的な場合もあるので、必要に応じて選

択肢とすること。 

製造工程中の凍結保存期間や加工に伴う細胞培養の期間が長期に及ぶ場合には一

定期間ごとに無菌試験を行うなど、無菌性が確保されることを確認すること。 

 

７ 製造方法の変更 

開発途中に製造方法を変更した場合、変更前の製造方法による製品を用いて得た試

験成績を治験開始時又は承認申請に使用するときは、製造方法変更前後の製品の同等

性／同質性を示すこと。 

 

第３ 最終製品の品質管理 

１ 総論 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の品質管理全体の方策としては、最終製品の規格及び
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試験方法の設定、個別患者への適用ごとの原材料の品質管理、製造工程の妥当性の検

証と一定性の維持管理のほか、中間製品の品質管理を適正に行うこと等が挙げられ

る。 

最終製品の規格及び試験方法については、対象とする細胞・組織の種類及び性質、

製造方法、各製品の臨床使用目的や使用方法、安定性、利用可能な試験法等によって

異なると考えられるため、取り扱う細胞・組織によってこれらの違いを十分に考慮し

て設定すること。また、製造工程の妥当性の検証と一定性の維持管理法、中間製品の

品質管理等との相互補完関係を考慮に入れて、全体として品質管理の目的が達成され

るとの観点から、合理的に規格及び試験方法を設定し、その根拠を示すこと。なお、

治験開始前の評価は、治験を実施する製品の品質として問題がないとみなせることを

確認することを目的としている。したがって、無菌性やマイコプラズマの否定など必

須なものを除き、治験後に臨床試験成績と品質の関係を論ずるために必要な品質特性

については、やむを得ない場合は少数の試験的検体の実測値をもとにその変動をしか

るべき範囲内に設定する暫定的な規格及び試験方法を設定することで差し支えない。

ただし、規格及び試験方法を含む品質管理法は治験の進行とともに充実・整備を図る

こと。 

 

２ 最終製品の品質管理法 

最終製品について、以下に示す一般的な品質管理項目及び試験を参考として、必要

で適切な規格及び試験方法を設定し、その根拠を明らかにすること。 

ロットを構成しない製品を製造する場合は個別製品ごとに、ロットを構成する製品

を製造する場合には、通常、各個別製品ではなく各ロットが品質管理の対象となるの

で、これを踏まえてそれぞれ適切な規格、試験方法を設定すること。 

 

(1) 細胞数並びに生存率 

得られた細胞の数と生存率は、最終製品又は必要に応じて適切な製造工程の製品

で測定すること。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏

まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(2) 確認試験 

目的とする細胞・組織の形態学的特徴、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産

生物質その他適切な遺伝型あるいは表現型のうち、重要細胞特性指標を選択して、

目的とする細胞であることを確認すること。 

(3) 細胞の純度試験 

目的細胞以外の未分化細胞、異常増殖細胞、形質転換細胞の有無や混入細胞の有

無等の細胞の純度について、目的とする細胞・組織の由来、培養条件等の製造工程、

中間製品の品質管理等を勘案し、必要に応じて試験項目、試験方法及び判定基準を

示すこと。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた

暫定的な規格を設定することでも良い。 

(4) 細胞由来の目的外生理活性物質に関する試験 

細胞由来の各種目的外生理活性物質のうち、製品中での存在量如何で患者に安全
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性上の重大な影響を及ぼす可能性が明らかに想定される場合には、適切な許容量限

度試験を設定すること。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測

値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(5) 製造工程由来不純物試験 

原材料に存在するか又は製造過程で非細胞成分、培地成分（フィーダー細胞を含

む）、資材、試薬等に由来し、製品中に混入物、残留物、又は新たな生成物、分解

物等として存在する可能性があるもので、かつ、品質及び安全性の面からみて望ま

しくない物質等(例えば、ウシ胎児血清由来のアルブミン、抗生物質等)については、

当該物質の除去に関するプロセス評価や当該物質に対する工程内管理試験の結果

を考慮してその存在を否定するか、又は適切な試験を設定して存在許容量を規定す

ること。試験対象物質の選定及び規格値の設定に当たっては、設定の妥当性につい

て明らかにすること。 

なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた暫定的な

規格を設定することでも良い。 

(6) 無菌試験及びマイコプラズマ否定試験 

最終製品の無菌性については、あらかじめ試験的検体を用いて全製造工程を通じ

て無菌性を確保できることを十分に評価しておく必要がある。最終製品について、

患者に適用する前に無菌性(一般細菌及び真菌否定)を試験により示すこと。また、

適切なマイコプラズマ否定試験を実施すること。マイコプラズマ否定試験について

は、検証された核酸増幅法を用いることでもよい。最終製品の無菌試験等の結果が、

患者への投与後にしか得られない場合には、投与後に無菌性等が否定された場合の

対処方法をあらかじめ設定しておくこと。また、この場合、中間製品で無菌性を試

験により示し、最終製品に至る工程の無菌性を厳密に管理する必要がある。また、

同一施設・同一工程で以前に他の患者への適用例がある場合には、全例において試

験により無菌性が確認されていること。ロットを構成する製品で密封性が保証され

ている場合には、代表例による試験でよい。適用ごとに試験を実施する必要がある

場合で、無菌試験等の結果が、患者への投与後にしか得られない場合には、適用の

可否は直近のデータを参考にすることになるが、この場合でも最終製品の無菌試験

等は必ず行うこと。 

抗生物質は細胞培養系で極力使用しないことが望まれるが、使用した場合には、

無菌試験に影響を及ぼさないよう処置すること。 

(7) エンドトキシン試験 

試料中の夾雑物の影響を考慮して試験を実施すること。規格値は必ずしも実測値

によらず、日本薬局方等で示されている最終製品の 1 回投与量を基にした安全域を

考慮して設定すればよい。また、工程内管理試験として設定することも考えられる

が、その場合には、バリデーションの結果を含めて基準等を設定し、その妥当性を

説明すること。 

(8) ウイルス試験 

バンク化されておらず、ウインドウピリオドが否定できず、HBV、HCV、HIV 等を

製造工程中に増殖させる可能性のある細胞を用いる際には、中間製品、最終製品等
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についてもウイルス等の存在を否定する適切な試験を実施すること。また、製造工

程中で生物由来成分を使用する場合には、最終製品で当該成分由来のウイルスにつ

いての否定試験の実施を考慮すべき場合もあるかもしれないが、可能な限り、もと

の成分段階での試験やプロセス評価で迷入が否定されていることが望ましい。 

(9) 効能試験 

細胞種、臨床使用目的又は特性等に応じた適切な効能試験の実施を考慮すべき場

合もある。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体による実測値を踏まえ

た暫定的な規格を設定することでも良い。 

(10) 力価試験 

細胞・組織から分泌される特定の生理活性物質の分泌が当該ヒト体性幹細胞加工

医薬品等の効能又は効果の本質である場合には、その目的としている必要な効果を

発揮することを示すために、当該生理活性物質に関する検査項目及び規格を設定す

ること。遺伝子を導入した場合の発現産物又は細胞から分泌される目的の生成物等

について、力価、産生量等の規格を設定すること。なお、治験開始時においては、

少数の試験的検体による実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(11) 力学的適合性試験 

一定の力学的強度を必要とする製品については、適用部位を考慮した力学的適合

性及び耐久性を確認するための規格を設定すること。なお、治験開始時においては、

少数の試験的検体による実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

 

第３章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の安定性 

製品化したヒト体性幹細胞加工医薬品等又は重要なそれらの中間製品について、保存

・流通期間及び保存形態を十分考慮して、細胞の生存率及び力価等に基づく適切な安定

性試験を実施し、貯法及び有効期限を設定し、その妥当性を明らかにすること。特に凍

結保管及び解凍を行う場合には、凍結及び解凍操作による製品の安定性や規格への影響

がないかを確認すること。また、必要に応じて標準的な製造期間を超える場合や標準的

な保存期間を超える長期保存についても検討し、安定性の限界を可能な範囲で確認する

こと。ただし、製品化後直ちに使用するような場合はこの限りではない。 

また、製品化したヒト体性幹細胞加工医薬品等を運搬する場合には、運搬容器及び運

搬手順(温度管理等を含む。)等を定め、その妥当性について明らかにすること。 

 

第４章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の非臨床安全性試験 

製品の特性及び適用法から評価が必要と考えられる安全性関連事項について、技術的

に可能であれば、科学的合理性のある範囲で、適切な動物を用いた試験又は in vitro

での試験を実施すること。なお、非細胞成分及び製造工程由来の不純物等については、

可能な限り、動物を用いた試験ではなく理化学的分析法により評価すること。 

ヒト由来の試験用検体は貴重であり、また、ヒト由来の製品を実験動物等で試験して

必ずしも意義ある結果が得られるとは限らない。このため、動物由来の製品モデルを作

製し適切な実験動物に適用する試験系により試験を行うことで、より有用な知見が得ら

れると考えられる場合には、むしろ、このような試験系を用いることに科学的合理性が
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ある可能性がある。その際は、対象疾患ごとに適切なモデル動物を用いた試験の実施を

考慮する（注：例えば神経疾患ならばサル等、循環器疾患ならばブタ・イヌ等が適して

いる場合がある）。ただし、ヒト体性幹細胞加工医薬品等を構成する細胞と同一の特徴

を有する細胞集団が同一の手法にてヒト以外の動物種からも得られるとは限らず、また

同様の培養条件等で同等／同質な製品が製造できるとも限らないことから、このような

試験の採用、実施及び評価にあたっては、慎重な事前検討や対応が必要である。ヒト以

外の動物種から得た体性幹細胞加工製品を用いて動物実験を行った場合、その外挿可能

性を説明すること。場合によっては細胞を用いる試験系も考慮し、このようなアプロー

チにより試験を行なった際には、その試験系の妥当性について明らかにすること。 

以下に、必要に応じて非臨床的に安全性を確認する際の参考にすべき事項及び留意点

の例を示す。これらは例示であって、合理性のない試験の実施を求める趣旨ではなく、

製品の特性及び臨床適用法等を考慮して必要かつ適切な試験を検討すること。 

１ 培養期間を超えて培養した細胞について、目的外の形質転換を起こしていないこと

を明らかにすること。 

２ 必要に応じて細胞・組織が産生する各種サイトカイン、成長因子等の生理活性物質

の定量を行い、生体内へ適用したときの影響に関して考察を行うこと。 

３ 製品の適用が患者の正常な細胞又は組織に影響を与える可能性、及びその安全性に

ついて検討、考察すること。 

４ 製品の種類に応じて、患者への適用により異所性組織を形成する可能性、及びその

安全性について検討、考察すること。 

５ 製品及び導入遺伝子の発現産物等による望ましくない免疫反応が生じる可能性、及

びその安全性について検討、考察すること。 

６ 良性腫瘍を含む腫瘍形成及びがん化の可能性については、製品の種類や特性、投与

経路、対象疾患、生着部位及び試験系の妥当性等を総合的に勘案して考察すること。

必要に応じて適切な動物モデル等を利用した検討を行うこと。また、腫瘍形成又はが

ん化の可能性がある場合には、期待される有効性との関係等を勘案して、使用するこ

との妥当性及び合理性について明らかにすること（注：造腫瘍性試験において最も重

要なのは、最終製品が患者に適用された場合の製品の造腫瘍性を可能な限り的確に評

価することである。しかし、十分な細胞数が得られない等の理由により最終製品を構

成する細胞を用いることができず、中間製品の細胞を用いて最終製品の造腫瘍性を評

価しなければならない場合も想定される。また、動物モデルを使用した造腫瘍性試験

においては、細胞の分散や足場への接着、細胞密度、投与部位等の条件が最終製品と

必ずしも一致するものではない。さらに、動物の種・系統・免疫状態による感度差も

ある。これらの事情を総合的に勘案して、最終製品の造腫瘍性を評価する必要がある。

また、最終製品の造腫瘍性に起因する患者へのリスクについては、対象疾患を治療す

ることによる患者へのベネフィット等とのバランスを踏まえて合理的に評価するこ

と）。 

７ 製造工程で外来遺伝子の導入が行われている場合には、遺伝子治療用医薬品指針に

定めるところに準じて試験を行うこと。特に、ウイルスベクターを使用した場合には

増殖性ウイルスがどの程度存在するかを検査するとともに、検査方法が適切であるこ
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とについても明らかにすること。 

また、導入遺伝子及びその産物の性状について調査し、安全性について明らかにす

ること。細胞については、増殖性の変化、良性腫瘍を含む腫瘍形成及びがん化の可能

性について考察し、明らかにすること。染色体への挿入の可能性があるベクターを用

いた場合には、挿入変異による細胞の異常増殖性や造腫瘍性についての評価や臨床適

応に当たっての長期フォローアップの必要性を考慮すること。 

８ 動物由来のモデル製品を含めて製品の入手が容易であり、かつ臨床上の適用に関連

する有用な安全性情報が得られる可能性がある場合には、合理的に設計された一般毒

性試験の実施を考慮すること。 

なお、一般毒性試験の実施に当たっては、平成元年 9 月 11 日付け薬審 1 第 24号厚

生省薬務局新医薬品課長・審査課長連名通知「医薬品の製造(輸入)承認申請に必要な

毒性試験のガイドラインについて」の別添「医薬品毒性試験法ガイドライン」等を参

照すること。 

 

第５章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の効力又は性能を裏付ける試験 

１ 技術的に可能かつ科学的に合理性のある範囲で、実験動物又は細胞等を用い、適切

に設計された試験により、ヒト体性幹細胞加工医薬品等の機能発現、作用持続性及び

医薬品・医療機器として期待される臨床効果の実現可能性(Proof-of-Concept)を示す

こと。 

２ 遺伝子導入細胞にあっては、導入遺伝子からの目的産物の発現効率及び発現の持続

性、導入遺伝子の発現産物の生物活性並びに医薬品等として期待される臨床効果の実

現可能性(Proof-of-Concept)を示すこと。 

３ 適当な動物由来細胞・組織製品モデル又は疾患モデル動物がある場合には、それを

用いて治療効果を検討すること。 

４ 治験開始段階では、当該製品の効力又は性能による治療が他の治療法と比較したと

きはるかに優れて期待できることが国内外の文献又は知見等により合理的に明らか

にされている場合には、必ずしも詳細な実験的検討は必要とされない。 

 

第６章 ヒト体性幹細胞加工医薬品等の体内動態 

１ 製品を構成する細胞・組織及び導入遺伝子の発現産物について、技術的に可能で、

かつ、科学的合理性がある範囲で、実験動物での吸収及び分布等の体内動態に関する

試験等により、患者等に適用された製品中の細胞・組織の生存期間、効果持続期間を

推測し、目的とする効果が十分得られることを明らかにすること（注：体内動態に関

する試験等には、例えば組織学的検討、AluPCR 法、磁気共鳴画像診断法(MRI)、陽電

子放射断層撮影法(PET)、単一光子放射断層撮影法(SPECT)、バイオイメージングなど

がある）。 

２ ヒト体性幹細胞加工医薬品等の用法（投与方法）について、動物実験を通してその

合理性を明らかとすること。特に、全身投与にあっては投与後の細胞の全身分布を動

物実験などから外挿し、有用性の観点から議論すること（注:投与経路ごとにどこに

生着するかは不明であるが、全身投与よりも局所投与が望ましいと想定される。しか
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し、全身投与であってもその有用性において被投与患者に有益であると合理的に説明

が可能である場合には用法として設定可能である。例えば、生着を期待する臓器以外

への分布を最低限に抑えることが合理的な投与方法であると想定される。また、異所

性生着しても、被投与患者にとって不利益（生体機能への悪影響）が生じない場合は

用法として肯定できる可能性がある。異所性分化による不利益とは、例えば間葉系幹

細胞が心臓に異所性生着して骨形成する場合が想定され、それが不整脈を惹起したよ

うな場合である。） 

３ 当該細胞・組織が特定の部位(組織等)に直接適用又は到達して作用する場合には、

その局在性を明らかにし、局在性が製品の有効性・安全性に及ぼす影響を考察するこ

と。 

 

第７章 臨床試験 

ヒト体性幹細胞加工医薬品等の臨床試験を開始するに当たって支障となる品質及び

安全性上の問題が存在するか否かの段階における安全性については、臨床上の有用性を

勘案して評価されるものであり、ヒト体性幹細胞加工医薬品等について予定されている

国内の臨床試験計画について以下の項目を踏まえて評価すること。その際、明らかに想

定される製品のリスクを現在の学問・技術を駆使して排除し、その科学的妥当性を明ら

かにした上で、なお残る「未知のリスク」と、重篤で生命を脅かす疾患、身体の機能を

著しく損なう疾患、身体の機能や形態を一定程度損なうことにより QOLを著しく損なう

疾患などに罹患し、従来の治療法では限界があり、克服できない患者が「新たな治療機

会を失うことにより被るかもしれないリスク」とのリスクの大小を勘案し、かつ、これ

らすべての情報を開示した上で患者の自己決定権に委ねるという視点を持つこと、すな

わち、リスク・期待されるベネフィットの情報を開示した上で臨床試験に入るかどうか

の意思決定は患者が行うという視点を入れて評価することが望まれる。 

１ 対象疾患 

２ 対象とする被験者及び除外すべき被験者の考え方 

３ ヒト体性幹細胞加工医薬品等及び併用薬の適用を含めた被験者に対して行われる

治療内容（注：投与・移植した細胞の機能を維持・向上・発揮させるために併用する

薬剤が想定される場合、当該薬剤の作用を in vitro あるいは in vivo で検証するこ

と）。 

４ 既存の治療法との比較を踏まえた臨床試験実施の妥当性 

５ 現在得られている情報から想定される製品並びに患者のリスク及びベネフィット

を含め、被験者への説明事項の案 

なお、臨床試験は、適切な試験デザイン及びエンドポイントを設定して実施する必

要があり、目的とする細胞・組織の由来、対象疾患及び適用方法等を踏まえて適切に

計画すること。 

 

 



薬食発０９０７第５号

平成２４年９月７日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について

ヒト由来の細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性を確保

するための基本的な技術要件については、平成20年２月８日付け薬食発第020800

3号厚生労働省医薬食品局長通知「ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬

品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」の別添及び平成20年９月12日

付け薬食発第0912006号厚生労働省医薬食品局長通知「ヒト（同種）由来細胞や

組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」の別添（以

下、「平成20年２指針」という。）により通知したところである。

今般、ヒト由来の人工多能性幹細胞（iPS細胞）又は人工多能性幹細胞様細胞

（iPS様細胞）のうち、同種由来iPS細胞又はiPS様細胞を加工した医薬品又は医

療機器の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件については、平成20年

２指針に代えて、新たな指針を別添「ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等

の品質及び安全性の確保に関する指針」のとおりとりまとめたので、御了知の上、

貴管内関係業者等が同種由来iPS細胞又はiPS様細胞を加工した医薬品又は医療機

器を開発する際等に参考として利用できるよう周知願いたい。
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ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針 

 

はじめに 

 

１． 本指針は、ヒト由来の人工多能性幹細胞（iPS 細胞）又は人工多能性幹細胞様細胞

（iPS 様細胞）のうち、同種由来 iPS 細胞又は iPS様細胞（自己由来 iPS細胞又は iPS

様細胞を除く）を加工した医薬品又は医療機器(以下「ヒト(同種)iPS（様）細胞加工

医薬品等」という)の品質及び安全性の確保のための基本的な技術要件について定め

るものである。しかしながら、ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等は、ヒト体細胞より

人為的に作製された各種 iPS（様）細胞を人為的に分化誘導し、得られた特定の細胞

をそのまま利用、あるいはさらに加工することにより製造されるため、その製造方法、

中間製品や目的細胞の種類及び特性、臨床上の適用法は多種多様であり、また、本分

野における科学的進歩や経験の蓄積は日進月歩である。本指針を一律に適用したり、

本指針の内容が必要事項すべてを包含しているとみなしたりすることが必ずしも適

切でない場合もある。したがって、個々の医薬品等についての試験の実施や評価に際

しては本指針の目的を踏まえ、その時点の学問の進歩を反映した合理的根拠に基づ

き、ケース・バイ・ケースで柔軟に対応することが必要であること。 

 

２． 薬事戦略相談あるいは治験相談におけるヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の治験を

開始するに当たっての基本的留意点は、当該製品にヒトへの適用により支障となる品

質及び安全性上の明らかな問題が存在するか否か、臨床で得られた知見との関係性を

照合できる程度に品質特性が把握され、その一定範囲の恒常性が確保されているか否

かを確認することにある。その際、明らかに想定される製品のリスクを現在の学問・

技術を駆使して排除し、その科学的妥当性を明らかにした上で、なお残る「未知のリ

スク」と、重篤で生命を脅かす疾患、身体の機能を著しく損なう疾患、身体の機能や

形態を一定程度損なうことにより QOL を著しく損なう疾患などに罹患し、従来の治療

法では限界があり、克服できない患者が「新たな治療機会を失うことにより被るかも

しれないリスク」とのリスクの大小を勘案し、かつ、これらすべての情報を開示した

上で患者の自己決定権に委ねるという視点を持つこと、すなわち、リスク・期待され

るベネフィットの情報を開示した上で、治験に入るかどうかの意思決定は患者が行う

という視点を入れて評価することも重要である。したがって、治験開始の場合、その

届出に当たって添付するべき資料について本指針に示された要件や内容をすべて充

たすことを必ずしも求めている訳ではない。製造販売承認申請時における品質及び安

全性の確保のための資料は治験の進行とともに本指針に沿って充実整備されること

を前提に、治験開始時点でその趣旨に適う条件を充たし、合理的に作成された適切な

資料を提出すること。 

   また、治験開始に必要とされる資料の範囲及び程度については、当該製品の由来、

対象疾患、対象患者、適用部位、適用方法及び加工方法等により異なり、本指針では

具体的に明らかでないことも少なくないので、個別に独立行政法人医薬品医療機器総

合機構に相談することが望ましい。 
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３． 本指針に記述された事項、試験方法、基準その他の技術要件は、それぞれの目的

に適う内容と程度をもとに考慮、選択、適用、及び評価されるべきことを意図して

おり、必ずしも常に同一（最高）水準での解釈、運用を求めている訳ではない。こ

の趣旨を踏まえ、申請者は、考慮した背景、選択、適用、及び評価した内容と程度

がそれぞれの目的に相応しく、科学的合理性からみて妥当であることを明らかにす

ること。 
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第１章 総則 

 

第１ 目的 

本指針は、ヒト(同種) iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保のため

の基本的な技術要件について定めるものである。 

 

第２ 定義 

本指針における用語の定義は以下のとおりとする。 

１ 「ヒト人工多能性幹細胞（iPS 細胞）」とは、ヒト体細胞を遺伝子導入・タンパク

質導入・薬剤処理等により人為的に初期化して得られる細胞又は当該細胞の分裂によ

り生ずる細胞であって、内胚葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質を有し、か

つ、自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有することが推定され

るものをいう。 

２ 「ヒト人工多能性幹細胞様細胞（iPS 様細胞）」とは、ヒト体細胞を、遺伝子導入

・タンパク質導入・薬剤処理等により人為的に脱分化して得られる細胞又は当該細胞

の分裂により生ずる細胞であって、少なくとも内胚葉、中胚葉又は外胚葉の一部の細

胞に分化する性質を有し、自己複製能を維持しているもの又はそれに類する能力を有

することが推定されるものを指す。 

３ 「細胞・組織の加工」とは、疾患の治療や組織の修復又は再建を目的として、細胞

・組織の人為的な増殖・分化、細胞の株化、細胞の活性化等を目的とした薬剤処理、

生物学的特性改変、非細胞成分との組み合わせ又は遺伝子工学的改変等を施すことを

いう。 

組織の分離、組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離、抗生物質による処理、洗

浄、ガンマ線等による滅菌、冷凍、解凍等は加工とみなさない。 

４ 「製造」とは、加工に加え、組織の分離、組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単

離、抗生物質による処理、洗浄、ガンマ線等による滅菌、冷凍、解凍等、当該細胞・

組織の本来の性質を改変しない操作を含む行為で、最終製品であるヒト(同種)iPS

（様）細胞加工医薬品等を出荷するまでに行う行為をいう。 

５ 「表現型」とは、ある一定の環境条件のもとで、ある遺伝子によって表現される形

態学的及び生理学的な性質をいう。 

６ 「HLA タイピング」とは、ヒトの主要組織適合性抗原型である HLA(ヒト白血球抗原)

のタイプを特定することをいう。 

７ 「ドナー」とは、ヒト(同種) iPS（様）細胞加工医薬品等の原料となる体細胞を提

供するヒトをいう。 

８ 「遺伝子導入構成体」とは、目的遺伝子を標的細胞に導入するための運搬体、目的

遺伝子及びその機能発現に必要な要素をコードする塩基配列等から構成されるもの

をいう。 

９ 「タンパク質導入体」とは、目的タンパク質を標的細胞に導入するための薬剤及び

目的タンパク質等から構成されるものをいう。 
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第２章 製造方法 

製造方法について、下記の事項に留意し、必要な情報を明らかにすること。これらの

情報等は、最終製品の品質や安全性等の確保に資するとともに、品質の恒常性を製造方

法面から保証するために重要なものである。しかし、品質・安全性等の確保や品質恒常

性保証は、製造方法全体で相互補完的方策により達成され、その方策が合理的で合目的

性に叶うことが最も肝要である。したがって、最終製品や中間製品における品質試験や

管理あるいは製造過程における管理において、品質・安全性等の確保や品質恒常性保証

という目的が達成されるのであれば、その科学的妥当性を明示した上で下記の措置や情

報の一部を省略しても差し支えない。 

 

第１ 原材料及び製造関連物質 

１ iPS（様）細胞作製の原材料となるヒト体細胞 

(1) 起源及び由来、選択理由 

ヒト iPS（様）細胞株の樹立に使用する体細胞の起源及び由来について説明し、当

該体細胞を選択した理由を明らかにすること。 

(2) 原材料となる細胞・組織の特性と適格性 

① 生物学的構造・機能の特徴と選択理由 

原材料として用いられる細胞・組織について、その生物学的構造・機能の特徴を、

例えば、形態学的特徴、増殖特性、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質、

HLA タイピング、その他適切な遺伝型又は表現型の指標から適宜選択して示し、当

該体細胞を原材料として選択した理由を説明すること。 

これらの検討結果から原材料となる体細胞を新たに調製する際に選択すべき重

要細胞特性指標を明らかにしておくこと。検討に際しては、検体の量的制限や技術

的限界もあり、可能な範囲で考慮すれば良い。 

② ドナーの選択基準、適格性 

ドナーの選択が倫理的に適切に行われ、かつ適切な手続きで行われたことを示す

こと。また、年齢、性別、民族学的特徴、遺伝的特徴、病歴、健康状態、採取細胞

・組織を介して感染する可能性がある各種感染症に関する検査項目、免疫適合性等

を考慮して、選択基準、適格性基準を定め、その妥当性を明らかにすること。ドナ

ーのゲノム・遺伝子解析を行う場合は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫

理指針」（平成 16 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）に従うこ

と。 

感染症に関連しては、特に B型肝炎(HBV)、C型肝炎(HCV)、ヒト免疫不全ウイル

ス(HIV)感染症、成人 T細胞白血病(HTLV)、パルボウイルス B19 感染症については、

問診及び検査(血清学的試験や核酸増幅法等)により否定すること。また、サイトメ

ガロウイルス感染、EB ウイルス感染及びウエストナイルウイルス感染については

必要に応じて検査により否定すること。 

この他、次に掲げるものについては既往歴の聴取、問診等を行うとともに、輸血、

移植医療を受けた経験の有無等からドナーとしての適格性を判断すること。 

・梅毒トレポネーマ、クラミジア、淋菌、結核菌等の細菌による感染症 
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・敗血症及びその疑い 

・悪性腫瘍 

・重篤な代謝及び内分泌疾患 

・膠原病及び血液疾患 

・肝疾患 

・伝達性海綿状脳症及びその疑い並びにその他の認知症 

・特定の遺伝性疾患や家族歴 

なお、特定の遺伝的特徴や各種感染症に関する調査等で iPS（様）細胞から分化

が進んだ細胞の段階（中間製品やセル・バンク）で行うことが可能で、かつ科学的

合理性からみてより適切な項目については、その妥当性を明示した上で、分化細胞

の段階での検討に委ねてもよい。 

 

(3) ドナーに関する記録 

原材料となる体細胞について、安全性を確保するために必要な情報が確認できるよ

う、ドナーに関する記録が整備、保管されていること。また、その具体的方策を示す

こと。なお、試験的検体のドナー及び患者のそれぞれについて、それぞれの細胞の使

用目的に応じた情報の整備及び保管方策でよい。 

 

(4) 細胞・組織の採取・保存・運搬 

① 採取者及び採取医療機関等の適格性 

細胞・組織の採取者及び採取医療機関等に求めるべき技術的要件について、明ら

かにすること。 

② 採取部位及び採取方法の妥当性 

細胞・組織の採取部位の選定基準及び採取方法を示し、これらが科学的及び倫理

的に適切に選択されたものであることを明らかにすること。細胞・組織の採取方法

については、用いられる器具及び薬剤、微生物汚染防止、取り違えやクロスコンタ

ミネーション防止のための方策等を具体的に示すこと。 

③ ドナーに対する説明及び同意 

細胞・組織のドナーに対する説明及び同意の内容を、臨床応用も含めて規定する

こと。 

④ ドナーの個人情報の保護 

ドナーの個人情報の保護方策について具体的に規定すること。 

⑤ ドナーの安全性確保のための試験検査 

細胞・組織採取時にドナーの安全性確保のために採取部位の状態の確認など試験

検査を行わなければならない場合には、その内容、検査結果等に問題があった場合

の対処法について具体的に規定すること。 

⑥ 保存方法及び取り違え防止策 

採取した体細胞を一定期間保存する必要がある場合には、保存条件や保存期間及

びその設定の妥当性について明らかにすること。また、取り違えを避けるための手

段や手順等について具体的に説明すること。 
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⑦ 運搬方法 

採取した細胞・組織や iPS（様）細胞作製原料となる体細胞を運搬する必要があ

る場合には、運搬容器、運搬手順(温度管理等を含む。)を定め、その妥当性につい

て明らかにすること。 

⑧ 記録の作成及び保管方法 

①～⑦に関する事項について、実施の記録を文書で作成し、適切に保管する方法

について明らかにすること。 

 

２ 目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質並びに製造関連事項 

目的とする細胞・組織以外の原材料及び製造関連物質並びに製造関連事項を明らか

にし、その適格性を示すとともに、必要に応じて規格を設定し、適切な品質管理を行

うことが必要である。 

生物由来製品又は特定生物由来製品を原材料として使用する場合は、その使用量を

必要最小限とし、「生物由来原料基準」(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号)をはじ

めとする関連法令及び通知を遵守すること。特に、ウイルス不活化及び除去に関する

情報を十分に評価する必要があるほか、遡及調査等を確保する方策についても明らか

にすること。 

なお、この項に記載された技術要件は、iPS（様）細胞作製の原材料となるヒト体

細胞から iPS（様）細胞への初期化や脱分化及び iPS（様）細胞から最終製品に至る

分化誘導過程において該当する場合に留意されるべき事項である。 

(1) 細胞の培養を行う場合 

① 培地、添加成分(血清、成長因子及び抗生物質等)及び細胞の処理に用いる試薬等

のすべての成分等についてその適格性を明らかにし、必要に応じて規格を設定す

ること。各成分等の適格性の判定及び規格の設定に当たっては、最終製品の適用

経路等を考慮すること。 

② 培地成分については、以下の点に留意すること。 

ア 培地に使用する成分及び水は、可能な範囲で医薬品又は医薬品原料に相当する

基準で品質管理されている生物学的純度の高い品質のものを使用すること。 

イ 培地に使用する成分は主成分のみでなく使用するすべての成分について明ら

かにし、選択理由及び必要に応じて品質管理法等を明確にすること。ただし、培

地の構成成分が周知のもので、市販品等が一般的に使用されている DMEM、MCDB、

HAM、RPMI のような培地は 1つのものと考えてよい。 

ウ すべての成分を含有した培地の最終品については、無菌性及び目的とした培養

に適していることを判定するための性能試験を実施する必要がある。その他、工

程管理上必要と思われる試験項目を規格として設定し、適切な品質管理を行う必

要がある。 

③ 異種血清及び異種もしくは同種の血清に由来する成分については、細胞活性化又は

増殖等の加工に必須でなければ使用しないこと。特に繰り返して使用する可能性の

ある製品では可能な限り使用を避けるよう検討すること。血清等の使用が避けられ

ない場合には、以下の点を考慮し、血清等からの細菌、真菌、ウイルス及び異常プ
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リオン等の混入・伝播を防止するとともに、最終製品から可能な限り除去するよう

処理方法等を検討すること。 

ア 血清等の由来を明確にすること。 

イ 牛海綿状脳症発生地域からの血清を極力避ける等感染症リスクの低減に努め

ること。 

ウ 由来動物種に特異的なウイルスやマイコプラズマに関する適切な否定試験を

行い、ウイルス等に汚染されていないことを確認した上で使用すること。 

エ 細胞の活性化、増殖に影響を与えない範囲で細菌、真菌及びウイルス等に対す

る適切な不活化処理及び除去処理を行う。例えば、潜在的なウイルス混入の危険

性を避けるために、必要に応じて加熱処理、フィルター処理、放射線処理又は紫

外線処理等を組み合わせて行うこと。 

オ 培養細胞でのウイルス感染のモニター、患者レベルでのウイルス性疾患の発症

に対するモニター及び異種血清成分に対する抗体産生等の調査のために、使用し

た血清の一部を保管すること。 

④ フィーダー細胞を使用する場合には、平成 12 年 7 月 14 日付け医薬審第 873 号通知

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬

品／生物起源由来医薬品）製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析」、平成 14

年 7 月 9 日付け医政研発第 0709001 号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「異

種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」及び平成 16 年 7 月 2

日付医政研発第 0702001 号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「「異種移植の

実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」に基づく 3T3J2 株及び 3T3NIH

株をフィーダー細胞として利用する上皮系の再生医療への指針」を参考にして品質

評価を行い、フィーダー細胞からの細菌、真菌、ウイルス、異常プリオン等の混入

・伝播を防止する策を講じるとともに、使用時の分裂能不活化方法及び細胞密度等

の条件について明らかにすること。ただし、例えば既に臨床使用されているヒト細

胞・組織製品の製造に使用され、その特性や微生物学的安全性等について評価が定

まっているフィーダー細胞と同一の細胞を利用する場合には、その妥当性を示すこ

とによってウイルス否定試験等、試験の一部を省略することができる可能性があ

る。 

⑤ 抗生物質の使用は極力避けるべきである。ただし製造初期の工程において抗生物質

の使用が不可欠と考えられる場合には、その後の工程で可能な限り漸減を図るほ

か、その科学的理由、最終製品での推定残存量、患者に及ぼす影響などの面から妥

当性を説明すること。なお、抗生物質を使用する場合でも十分に除去されることが

立証される場合には、その使用を妨げるものではない。一方、原則として、用いる

抗生物質に過敏症の既往歴のある患者の場合には、本治療を適応すべきではない。

やむを得ず適用する際には十分な注意を払うと同時に、患者からインフォームド・

コンセントを得る必要がある。 

⑥ 成長因子を用いる場合には、細胞培養特性の再現性を保証するために、例えば純度

及び力価に関する規格を設定する等適切な品質管理法を示すこと。 

⑦ 最終製品に含有する可能性のある培地成分や操作のために用いられたその他の成
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分等については、生体に悪影響を及ぼさないものを選択すること。 

⑧ フィーダー細胞として異種動物由来の細胞を用いる場合には、異種動物由来の感染

症のリスクの観点から安全性を確保すること。 

(2) 非細胞成分と組み合わせる場合 

① 細胞以外の原材料の品質及び安全性について 

細胞とともに最終製品の一部を構成する非細胞の原材料(マトリックス、医療材

料、スキャフォールド、支持膜、ファイバー及びビーズ等)がある場合には、その

品質及び安全性に関する知見について明らかにすること。 

当該原材料の種類と特性、最終製品における形態・機能及び想定される臨床適応

の観点から見た品質、安全性及び有効性評価との関連を勘案して、適切な情報を提

供すること。生体吸収性材料を用いる場合には、分解生成物に関して必要な試験を

実施すること。 

なお、必要な試験等については、平成 15 年 2 月 13 日付け医薬審発第 0213001

号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医療用具の製造(輸入)承認申請に必要

な生物学的試験の基本的考え方について」等を参照し、試験結果及び当該原材料を

使用することの妥当性を示すこと。文献からの知見、情報を合理的に活用すること。 

② 目的とする細胞との相互作用について 

最終製品中又は中間製品中の細胞との相互作用に関し、以下の事項について、

確認方法及び確認結果を示すこと。 

ア 非細胞成分が、想定される臨床適応に必要な最終製品中又は中間製品中の細胞

の機能、生育能力、活性及び安定性に悪影響を与えないこと。 

イ 非細胞成分との相互作用によって起こり得る、最終製品中又は中間製品中の細

胞の変異、形質転換及び脱分化等を考慮し、その影響を可能な範囲で評価するこ

と。 

ウ 想定される臨床適応において期待される非細胞成分の性質が、最終製品中又は

中間製品中の細胞との相互作用によって損なわれないこと。 

③ 細胞と適用部位を隔離する目的で非細胞成分を使用する場合 

非細胞成分を細胞と適用部位を隔離する目的で使用する場合、下記の項目を参

考に効果、安全性を確認すること。 

ア 免疫隔離が目的の場合、その程度 

イ 最終製品中の細胞由来の目的生理活性物質の膜透過キネティクスと薬理効果 

ウ 栄養成分及び排泄物の拡散 

エ 非細胞成分が適用部位周辺に及ぼす影響 

オ 目的細胞由来の目的生理活性物質の薬理効果に期待し、かつ目的細胞や未分化

細胞と適用部位との隔離を目的する場合、非細胞成分の崩壊等により細胞等が漏

出しないこと。 

(3) 細胞に遺伝子工学的改変を加える場合 

細胞に遺伝子を導入する場合は、次に掲げる事項に関する詳細を示すこと。 

① 目的遺伝子の構造、由来、入手方法、クローニング方法並びにセル・バンクの調製

方法、管理方法及び更新方法等に関する情報 
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② 導入遺伝子の性質 

③ 目的遺伝子産物の構造、生物活性及び性質 

④ 遺伝子導入構成体を作製するために必要なすべての原材料、性質及び手順(遺伝子

導入法並びに遺伝子導入用ベクターの由来、性質及び入手方法等) 

⑤ 遺伝子導入構成体の構造や特性 

⑥ ベクターや遺伝子導入構成体を作製するための細胞やウイルスのバンク化及びバ

ンクの管理方法 

遺伝子導入細胞の製造方法については、平成 7 年 11 月 15 日付け薬発第 1062 号厚

生省薬務局長通知「遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針につい

て」(以下、「遺伝子治療用医薬品指針」という。)の別添「遺伝子治療用医薬品の品

質及び安全性の確保に関する指針」第 2 章等を参照すること。また、同通知の別記に

準じて設定の妥当性等を明らかにすること。 

なお、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

(平成 15 年法律第 97 号)に基づき、「ヒトの細胞等」若しくは「分化する能力を有す

る、又は分化した細胞等であって、自然条件において個体に成育しないもの」以外の

細胞、「ウイルス」及び「ウイロイド」に対して遺伝子工学的改変を加える場合には、

別途手続きが必要となるので留意すること。 

上記の記述にかかわらず、最新の知見に基づき、細胞に導入される遺伝子が、化学

的にも、機能的にも最終製品の一部を構成せず、製造工程中の試薬として使用される

と判断された場合は、使用の目的に適う品質及び安全性が確保されていることを明ら

かにすることでよい。 

(4) 細胞にタンパク質を導入する場合 

細胞にタンパク質を導入する場合は、次に掲げる事項に関する詳細を示すこと。 

① 導入タンパク質の構造、由来及び生物活性、物理化学的性質等の品質特性 

② 導入タンパク質の入手方法、製造方法、品質管理方法及び更新方法等に関する情

報 

③ 導入タンパク質の細胞への導入方法 

④ タンパク質導入のために使用される化学物質等については、その構造及び生物活

性、物理化学的性質等の品質特性 

⑤ タンパク質導入体を作製する場合にはその製造方法、品質管理方法及び更新方法

等に関する情報 

⑥ 導入タンパク質を作製するための細胞のバンク化及びバンクの管理方法 

上記の記述にかかわらず、細胞に導入されるタンパク質が、化学的にも、機能的に

も最終製品の一部を構成せず、製造工程中の試薬として使用される場合は、使用の目

的に適う品質及び安全性が確保されていることを明らかにすることでよい。 

(5) 薬剤等の処理により細胞の初期化、脱分化又は分化誘導を行う場合 

薬剤等の処理により細胞の初期化、脱分化又は分化誘導を行う場合は、次に掲げる

事項に関する詳細を示すこと。 

① 目的薬剤等の構造、由来及び生物活性、物理化学的性質等の品質特性 

② 目的薬剤等の入手方法、製造方法、品質管理方法及び更新方法等に関する情報 
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③ 目的薬剤等による細胞処理の方法 

(6) 物理的方法により細胞の初期化、脱分化又は分化誘導を行う場合 

物理的方法により細胞の初期化、脱分化又は分化誘導を行う場合は、その方法の詳

細を示すこと。 

(7) コンビネーションにより細胞の初期化、脱分化又は分化誘導を行う場合 

遺伝子工学的改変、タンパク質導入、薬剤処理及び物理的方法のうち、複数の方法

のコンビネーションにより細胞の初期化、脱分化又は分化誘導を行う場合は、その方

法の詳細を示すこと。 

 

３ ヒト iPS（様）細胞株の樹立 

ヒト iPS（様）細胞株の樹立に当たっては、ドナーの遺伝的背景を可能な範囲で理

解したうえで樹立すること。原材料となる体細胞から iPS（様）細胞株樹立までの方

法（ヒト体細胞を得るための方法、体細胞の分離・培養、体細胞の初期化/脱分化、

初期化/脱分化細胞の分離及び株化の方法、ヒト iPS（様）細胞株樹立までの各段階

での培地、培養条件、培養期間及び収率等）を明確にし、可能な範囲でその妥当性を

明らかにすること。 

ヒト iPS（様）細胞株の品質の均質性及び安定性を保持するため、各種細胞特性指

標(例えば細胞純度、形態学的評価、HLA タイピング、表現型特異的マーカー、核型、

DNA フィンガープリンティング、細胞増殖特性、多分化能など)のうちから重要細胞

特性指標を同定してその基準を設定するとともに、設定された基準による品質を維持

したまま増殖が可能な継代数又は分裂回数を示すこと。 

 

４ ヒト iPS（様）細胞株の保存及び運搬方法 

ヒト iPS（様）細胞株について、保存・流通期間及び保存形態を十分考慮して、細

胞の生存率及び力価等に基づく適切な安定性試験を実施し、貯法及び有効期限を設定

し、その妥当性を明らかにすること。特に凍結保管及び解凍を行う場合には、凍結及

び解凍操作による細胞株の安定性や規格への影響がないかを確認すること。また、必

要に応じて標準的な保存期間を超える長期保存についても検討し、安定性の限界を可

能な範囲で確認すること。ただし、細胞株を樹立後直ちに使用するような場合はこの

限りではない。 

また、ヒト iPS（様）細胞株を運搬する場合には、運搬容器及び運搬手順(温度管

理等を含む)等を定め、その妥当性について明らかにすること。 

 

５ 記録の作成及び保管方法 

２～４に関する事項について、実施の記録を文書で作成し、適切に保管する方法に

ついて明らかにすること。 

 

第２ 製造工程 

ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の製造に当たっては、製造方法を明確にし、可能な

範囲でその妥当性を以下の項目で検証し、品質の一定性を保持すること。 
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１ ロット構成の有無とロットの規定 

最終製品及び中間製品がロットを構成するか否かを明らかにすること。ロットを構

成する場合には、ロットの内容について規定しておくこと。 

２ 製造方法 

原材料となる細胞・組織や体細胞の受け入れからヒト iPS（様）細胞株の樹立及び

分化段階の進んだ細胞を経て最終製品に至る製造の方法の概要を示すとともに、具体

的な処理内容及び必要な工程管理、品質管理の内容を明らかにすること。 

(1) 受入検査 

原材料となる細胞・組織や体細胞、ヒト iPS（様）細胞株について、細胞・組織

の種類や使用目的に応じて実施する受入のための試験検査の項目(例えば、目視検

査、顕微鏡検査、採取収率、生存率、細胞の特性解析及び微生物試験等)と各項目

の判定基準を設定すること。治験開始前段階にあっては、それまでに得られた試験

検体での実測値を提示し、これらを踏まえた暫定値を示すこと。 

(2) 細菌、真菌及びウイルス等の不活化・除去 

原材料となる細胞・組織、ヒト体細胞あるいはヒト iPS（様）細胞株について、

その細胞生存率や表現型、遺伝形質及び特有の機能その他の特性及び品質に影響を

及ぼさない範囲で、必要かつ可能な場合は細菌、真菌及びウイルス等を不活化又は

除去する処理を行うこと。当該処理に関する方策と評価方法について明らかにする

こと。 

(3) 組織の細切、細胞の分離、特定細胞の単離等 

採取した細胞・組織から製品を製造する初期の過程で行われる組織の細切、iPS

（様）細胞を作製するための体細胞の分離、特定体細胞の単離及びそれらの洗浄等

の方法を明らかにすること。特定体細胞の単離を行う場合には、その確認方法を設

定すること。 

(4) ヒト iPS（様）細胞株の樹立 

ヒト iPS（様）細胞株の樹立に当たっては、ドナーの遺伝的背景を可能な範囲で

理解したうえで樹立すること。原材料となる体細胞から iPS（様）細胞株樹立まで

の方法を明確にし、可能な範囲でその妥当性を明らかにすること。また、重要細胞

特性指標を同定してその基準を設定するとともに、設定された基準による品質を維

持したまま増殖が可能な継代数又は分裂回数を示すこと（第２章第１の３を参照）。 

(5) ヒト iPS（様）細胞由来の中間細胞株の樹立 

中間製品としての細胞株（中間細胞株）を樹立することが、安全な最終目的製品

を安定的に製造する上で重要でむしろ科学的に合理的な場合が考えられる。そのよ

うな方策を選択した場合は、その利点と妥当性を説明しておくこと。別の表現型を

示す細胞株を段階的に樹立する際は、それぞれの細胞株樹立までの方法（分化誘導

方法、目的とする細胞の分離・培養及び株化の方法、細胞株樹立までの各段階での

培地、培養条件、培養期間及び収率等）を明確にし、可能な範囲でその妥当性を明

らかにすること。 

中間細胞株の品質の均質性及び安定性を保持するため、各種細胞特性解析指標

(例えば細胞純度、形態学的評価、表現型特異的マーカー、核型、細胞増殖特性、
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分化能など)のうちから重要細胞特性指標を同定してその基準を設定するととも

に、設定された基準による品質を維持したまま増殖が可能な継代数又は分裂回数を

示すこと。検討に際しては、細胞の量的制限や技術的限界もあり、可能な範囲で考

慮すれば良い。 

なお、このように樹立した中間細胞株をバンク化して活用する場合も考えられる

が、その際は、(7)を参照すること。 

(6) 最終製品の構成要素となる細胞の作製 

ヒト iPS（様）細胞株から直接、あるいはヒト iPS（様）細胞由来中間細胞株を

経て、最終製品の構成要素となる細胞を作製する方法（分化誘導方法、目的とする

細胞の分離・培養の方法、培養の各段階での培地、培養条件、培養期間及び収率等）

を明確にし、可能な範囲でその妥当性を明らかにすること。 

(7) 細胞のバンク化 

ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の製造のいずれかの過程で、細胞をバンク化す

る場合には、その理由、セル・バンクの作製方法及びセル・バンクの特性解析、保

存・維持・管理方法・更新方法その他の各作業工程や試験に関する手順等について

詳細を明らかにし、妥当性を示すこと。平成 12 年 7 月 14 日付け医薬審第 873 号厚

生省医薬安全局審査管理課長通知「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品／生

物起源由来医薬品)製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析について」等を参考

とすること。ただし、より上流の過程で評価されていることに起因する正当な理由

により検討事項の一部を省略することは差し支えない。 

(8) 製造工程中の取り違え及びクロスコンタミネーション防止対策 

ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の製造にあたっては、製造工程中の取り違え及

びクロスコンタミネーションの防止が重要であり、工程管理における防止対策を明

らかにすること。 

 

３ 最終製品の構成要素となる細胞の特性解析 

最終製品の構成要素となる細胞については、例えば、未分化細胞の混入や目的外の

細胞の混入を規定するための細胞純度をはじめとして、細胞生存率、形態学的特徴、

細胞増殖特性、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質、核型、分化能その他

適切な遺伝型又は表現型の指標を解析するとともに、必要に応じて機能解析を行うこ

と。また、培養期間の妥当性及び細胞の安定性を評価するために、予定の培養期間を

超えて培養した細胞において目的外の変化がないことを適切な細胞特性指標等を用

いて示すこと。これらの検討に際しては、あらかじめ試験的検体を用いた検討によっ

て実施・検証しておくことでも良いが、これらの検討結果から患者に製品を適用する

際に選択すべき重要細胞特性指標を明らかにしておくこと。検討に際しては、検体の

量的制限や技術的限界もあり、可能な範囲で考慮すればよい。適用後に体内での増殖

等を期待する場合には、設定された基準による継代数又は分裂回数で期待された機能

を発揮することを明らかにすること。 

 

４ 最終製品の形態、包装 



- 15 - 

最終製品の形態、包装は、製品の品質を確保できるものでなければならない。 

 

５ 製品の保存及び運搬 

中間製品又は最終製品を保存及び運搬する必要がある場合には、保存方法や期間及

び運搬容器、運搬手段（温度管理等を含む。）を定め、その妥当性を明らかにするこ

と（第３章参照）。 

 

６ 製造方法の恒常性 

ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の製造に当たっては、製造工程を通じて、個別に

加工した製品の細胞数、細胞生存率並びに製品の使用目的及び適用方法等からみた特

徴(表現型の適切な指標、遺伝型の適切な指標、機能特性及び目的とする細胞の含有

率等)が製品(ロット)間で本質的に損なわれないことを、あらかじめ評価しておくこ

と。この際、試験的検体を用いても良い。また、中間製品で評価することが、原材料

としての細胞・組織の適格性や中間製品までの製造過程の妥当性をよく反映し、また、

最終製品に向けての適正な道標となるなど、合理的な場合もあるので、必要に応じて

選択肢とすること。 

製造工程中の凍結保存期間や加工に伴う細胞培養の期間が長期に及ぶ場合には一

定期間ごとに無菌試験を行うなど、無菌性が確保されることを確認すること。 

 

７ 製造方法の変更 

開発途中に製造方法を変更した場合、変更前の製造方法による製品を用いて得た試

験成績を治験開始時又は承認申請に使用するときは、製造方法変更前後の製品の同等

性／同質性を示すこと。 

 

第３ 最終製品の品質管理 

１ 総論 

ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の品質管理全体の方策としては、最終製品の規格

及び試験方法の設定、個別患者への適用ごとの原材料の品質管理、製造工程の妥当性

の検証と一定性の維持管理のほか、中間製品の品質管理を適正に行うこと等が挙げら

れる。 

ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等においては目的細胞以外の未分化細胞の混入を否

定するための方策が最も重要な要件の一つである。可能な限り中間製品の段階で目的

細胞以外の未分化細胞の混入を否定することが望ましい。 

最終製品の規格及び試験方法については、対象とする細胞・組織の種類及び性質、

製造方法、各製品の臨床使用目的や使用方法、安定性、利用可能な試験法等によって

異なると考えられるため、取り扱う細胞・組織によってこれらの違いを十分に考慮し

て設定すること。また、製造工程の妥当性の検証と一定性の維持管理法、中間製品の

品質管理等との相互補完関係を考慮に入れて、全体として品質管理の目的が達成され

るとの観点から、合理的に規格及び試験方法を設定し、その根拠を示すこと。なお、

治験開始前の評価は、治験を実施する製品の品質として問題がないとみなせることを
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確認することを目的としている。したがって、無菌性やマイコプラズマの否定など必

須なものを除き、治験後に臨床試験成績と品質の関係を論ずるために必要な品質特性

については、やむを得ない場合は少数の試験的検体の実測値をもとにその変動をしか

るべき範囲内に設定する暫定的な規格及び試験方法を設定することで差し支えない。

ただし、規格及び試験方法を含む品質管理法は治験の進行とともに充実・整備を図る

こと。 

 

２ 最終製品の品質管理法 

最終製品について、以下に示す一般的な品質管理項目及び試験を参考として、必要

で適切な規格及び試験方法を設定し、その根拠を明らかにすること。 

ロットを構成しない製品を製造する場合は個別製品ごとに、ロットを構成する製品

を製造する場合には、通常、各個別製品ではなく各ロットが品質管理の対象となるの

で、これを踏まえてそれぞれ適切な規格、試験方法を設定すること。 

(1) 細胞数並びに生存率 

得られた細胞の数と生存率は、最終製品又は必要に応じて適切な製造工程の製品

で測定すること。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏

まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(2) 確認試験 

目的とする細胞・組織の形態学的特徴、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産

生物質その他適切な遺伝型あるいは表現型のうち、重要細胞特性指標を選択して、

目的とする細胞であることを確認すること。 

(3) 細胞の純度試験 

目的細胞以外の未分化細胞、異常増殖細胞、形質転換細胞の有無や混入細胞の有

無等の細胞の純度について、目的とする細胞・組織の由来、培養条件等の製造工程、

中間製品の品質管理等を勘案し、必要に応じて試験項目、試験方法及び判定基準を

示すこと。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた

暫定的な規格を設定することでも良い。 

(4) 細胞由来の目的外生理活性物質に関する試験 

細胞由来の各種目的外生理活性物質のうち、製品中での存在量如何で患者に安全

性上の重大な影響を及ぼす可能性が明らかに想定される場合には、適切な許容量限

度試験を設定すること。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測

値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(5) 製造工程由来不純物試験 

原材料に存在するか又は製造過程で非細胞成分、培地成分（フィーダー細胞を含

む）、資材、試薬等に由来し、製品中に混入物、残留物、又は新たな生成物、分解

物等として存在する可能性があるもので、かつ、品質及び安全性の面からみて望ま

しくない物質等(例えば、ウシ胎児血清由来のアルブミン、抗生物質等)については、

当該物質の除去に関するプロセス評価や当該物質に対する工程内管理試験の結果

を考慮してその存在を否定するか、又は適切な試験を設定して存在許容量を規定す

ること。試験対象物質の選定及び規格値の設定に当たっては、設定の妥当性につい
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て明らかにすること。 

なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた暫定的な

規格を設定することでも良い。 

(6) 無菌試験及びマイコプラズマ否定試験 

最終製品の無菌性については、あらかじめ試験的検体を用いて全製造工程を通じ

て無菌性を確保できることを十分に評価しておく必要がある。最終製品について、

患者に適用する前に無菌性(一般細菌及び真菌否定)を試験により示すこと。また、

適切なマイコプラズマ否定試験を実施すること。マイコプラズマ否定試験について

は、検証された核酸増幅法を用いることでもよい。最終製品の無菌試験等の結果が、

患者への投与後にしか得られない場合には、投与後に無菌性等が否定された場合の

対処方法をあらかじめ設定しておくこと。また、この場合、中間製品で無菌性を試

験により示し、最終製品に至る工程の無菌性を厳密に管理する必要がある。また、

同一施設・同一工程で以前に他の患者への適用例がある場合には、全例において試

験により無菌性が確認されていること。ロットを構成する製品で密封性が保証され

ている場合には、代表例による試験でよい。適用ごとに試験を実施する必要がある

場合で、無菌試験等の結果が、患者への投与後にしか得られない場合には、適用の

可否は直近のデータを参考にすることになるが、この場合でも最終製品の無菌試験

等は必ず行うこと。 

抗生物質は細胞培養系で極力使用しないことが望まれるが、使用した場合には、

無菌試験に影響を及ぼさないよう処置すること。 

(7) エンドトキシン試験 

試料中の夾雑物の影響を考慮して試験を実施すること。規格値は必ずしも実測値

によらず、日本薬局方等で示されている最終製品の 1 回投与量を基にした安全域を

考慮して設定すればよい。また、工程内管理試験として設定することも考えられる

が、その場合には、バリデーションの結果を含めて基準等を設定し、その妥当性を

説明すること。 

(8) ウイルス試験 

原材料ないし製造工程においてバンク化されておらず、ウインドウピリオドが否

定できず、HBV、HCV、HIV、HTLV を増殖させる可能性のある細胞の場合には、中間

製品、最終製品等について、増殖可能性のあるウイルスについてその存在量に関す

る試験を実施し、iPS（様）細胞加工医薬品等の投与が患者の不利益にならないこ

とを確認する必要がある。また、製造工程中で生物由来成分を使用する場合には、

最終製品で当該成分由来のウイルスについての否定試験の実施を考慮すべき場合

もあるかもしれないが、可能な限り、もとの成分段階での試験やプロセス評価で迷

入が否定されていることが望ましい。 

(9) 効能試験 

細胞種、臨床使用目的又は特性等に応じた適切な効能試験の実施を考慮すべき場

合もある。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体による実測値を踏まえ

た暫定的な規格を設定することでも良い。 

(10) 力価試験 



- 18 - 

細胞・組織から分泌される特定の生理活性物質の分泌が当該ヒト iPS（様）細胞

加工医薬品等の効能又は効果の本質である場合には、その目的としている必要な効

果を発揮することを示すために、当該生理活性物質に関する検査項目及び規格を設

定すること。遺伝子を導入した場合の発現産物又は細胞から分泌される目的の生成

物等について、力価、産生量等の規格を設定すること。なお、治験開始においては、

少数の試験的検体による実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

(11) 力学的適合性試験 

一定の力学的強度を必要とする製品については、適用部位を考慮した力学的適合

性及び耐久性を確認するための規格を設定すること。なお、治験開始時においては、

少数の試験的検体による実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。 

 

第３章 ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の安定性 

製品化したヒト iPS（様）細胞加工医薬品等又は重要なそれらの中間製品について、

保存・流通期間及び保存形態を十分考慮して、細胞の生存率及び力価等に基づく適切な

安定性試験を実施し、貯法及び有効期限を設定し、その妥当性を明らかにすること。特

に凍結保管及び解凍を行う場合には、凍結及び解凍操作による製品の安定性や規格への

影響がないかを確認すること。また、必要に応じて標準的な製造期間を超える場合や標

準的な保存期間を超える長期保存についても検討し、安定性の限界を可能な範囲で確認

すること。ただし、製品化後直ちに使用するような場合はこの限りではない。 

また、製品化したヒト iPS（様）細胞加工医薬品等を運搬する場合には、運搬容器及

び運搬手順(温度管理等を含む。)等を定め、その妥当性について明らかにすること。 

 

第４章 ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の非臨床安全性試験 

製品の特性及び適用法から評価が必要と考えられる安全性関連事項について、技術的

に可能であれば、科学的合理性のある範囲で、適切な動物を用いた試験又は in vitro

での試験を実施すること。なお、非細胞成分及び製造工程由来の不純物等については、

可能な限り、動物を用いた試験ではなく理化学的分析法により評価すること。また、最

終製品における未分化細胞の存在が異所性組織形成や腫瘍形成・がん化の可能性など安

全性上の重要な関心事であるが、可能な限り、セル・バンクや中間製品段階等での徹底

的な解析により、混在の可能性を否定するか、あるいは、目的細胞から未分化細胞の効

果的分離・除去法や不活化法を開発し、活用することにより、混在の可能性を最小限に

する努力が求められる。さらに、投与経路等の選択も安全性上の懸念を最小限にするた

めの有用な方策である可能性がある。 

ヒト由来の製品を実験動物等で試験して必ずしも意義ある結果が得られるとは限ら

ない。このため、動物由来の製品モデルを作成し適切な実験動物に適用する試験系によ

り試験を行うことで、より有用な知見が得られると考えられる場合には、むしろ、この

ような試験系を用いることに科学的合理性がある可能性がある。その際は、対象疾患ご

とに適切なモデル動物を用いた試験の実施を考慮する（注：例えば神経疾患ならばサル

等、循環器疾患ならばブタ・イヌ等が適している場合がある）。ただし、ヒト iPS（様）

細胞加工医薬品等を構成する細胞と同一の特徴を有する細胞集団が同一の手法にてヒ
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ト以外の動物種からも得られるとは限らず、また同様の培養条件等で同等／同質な製品

が製造できるとも限らないことから、このような試験の採用、実施及び評価にあたって

は、慎重な事前検討や対応が必要である。ヒト以外の動物種から得た iPS（様）細胞加

工製品を用いて動物実験を行った場合、その外挿可能性を説明すること。場合によって

は細胞を用いる試験系も考慮し、このようなアプローチにより試験を行なった際には、

その試験系の妥当性について明らかにすること。 

以下に、必要に応じて非臨床的に安全性を確認する際の参考にすべき事項及び留意点

の例を示す。これらは例示であって、合理性のない試験の実施を求める趣旨ではなく、

製品の特性及び臨床適用法等を考慮して、必要かつ適切な試験を実施し、その結果につ

いて総合的な観点から評価、考察すること。 

１ 培養期間を超えて培養した細胞について、目的外の形質転換を起こしていないこと

や目的細胞以外の細胞が異常増殖していないことを明らかにすること。 

２ 必要に応じて細胞・組織が産生する各種サイトカイン、成長因子等の生理活性物質

の定量を行い、生体内へ適用したときの影響に関して考察を行うこと。 

３ 製品の適用が患者の正常な細胞又は組織に影響を与える可能性、及びその安全性に

ついて検討、考察すること。 

４ 患者への適用により、製品中の細胞や混入する未分化細胞が異所性組織を形成する

可能性、及びその安全性について検討、考察すること。その際、製品の種類や特性、

投与経路、対象疾患、及び試験系の妥当性等を総合的に勘案すること。 

５ 製品及び導入遺伝子の発現産物等による望ましくない免疫反応が生じる可能性、及

びその安全性について検討、考察すること。 

６ 最終製品の細胞又は中間製品の細胞について、適切な動物モデル等を利用し、良性

腫瘍を含む腫瘍形成及びがん化の可能性に関して検討、考察すること。その際、製品

の種類や特性、投与量・投与経路、生着部位、対象疾患及び試験系の妥当性等を総合

的に勘案すること。また、腫瘍形成又はがん化の可能性がある場合には、期待される

有効性との関係等を勘案して、使用することの妥当性及び合理性について明らかにす

ること。（注：造腫瘍性試験において最も重要なのは、最終製品が患者に適用された

場合の製品の造腫瘍性を可能な限り的確に評価することである。しかし、十分な細胞

数が得られない等の理由により最終製品を構成する細胞を用いることができず、中間

製品の細胞を用いて最終製品の造腫瘍性を評価しなければならない場合も想定され

る。また、動物モデルを使用した造腫瘍性試験においては、細胞の分散や足場への接

着、細胞密度、投与部位等の条件が最終製品と必ずしも一致するものではない。さら

に、動物の種・系統・免疫状態による感度差もある。これらの事情を総合的に勘案し

て、最終製品の造腫瘍性を評価する必要がある。また、最終製品の造腫瘍性に起因す

る患者へのリスクについては、対象疾患を治療することによる患者へのベネフィット

等とのバランスを踏まえて合理的に評価すること）。 

７ 製造工程で外来遺伝子の導入が行われ、最新の知見に基づき、最終製品中で機能し

ている場合や残存していると判断された場合には、遺伝子治療用医薬品指針に定める

ところに準じて試験を行うこと。ウイルスベクターを使用した場合には増殖性ウイル

スがどの程度存在するかを検査するとともに、検査方法が適切であることについても
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明らかにすること。 

また、導入遺伝子及びその産物の性状について調査し、安全性について明らかにす

ること。細胞については、増殖性の変化、良性腫瘍を含む腫瘍形成及びがん化の可能

性について考察し、明らかにすること。染色体への挿入の可能性があるベクターを用

いた場合には、挿入変異による細胞の異常増殖性や造腫瘍性についての評価や臨床適

応に当たっての長期フォローアップの必要性を考慮すること。 

８ 動物由来のモデル製品を含めて製品の入手が容易であり、かつ臨床上の適用に関連

する有用な安全性情報が得られる可能性がある場合には、合理的に設計された一般毒

性試験の実施を考慮すること。 

なお、一般毒性試験の実施に当たっては、平成元年 9 月 11 日付け薬審 1 第 24号厚

生省薬務局新医薬品課長・審査課長連名通知「医薬品の製造(輸入)承認申請に必要な

毒性試験のガイドラインについて」の別添「医薬品毒性試験法ガイドライン」等を参

照すること。 

 

第５章 ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の効力又は性能を裏付ける試験 

１ 技術的に可能かつ科学的に合理性のある範囲で、実験動物又は細胞等を用い、適切

に設計された試験により、ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の機能発現、作用持続性

及び医薬品・医療機器として期待される臨床効果の実現可能性(Proof-of-Concept)

を示すこと。 

２ 遺伝子導入細胞にあっては、導入遺伝子からの目的産物の発現効率及び発現の持続

性、導入遺伝子の発現産物の生物活性並びに医薬品等として期待される臨床効果の実

現可能性(Proof-of-Concept)を示すこと。 

３ 適当な動物由来細胞・組織製品モデル又は疾患モデル動物がある場合には、それを

用いて治療効果を検討すること。 

４ 治験開始段階では、当該製品の効力又は性能による治療が他の治療法と比較したと

きはるかに優れて期待できることが国内外の文献又は知見等により合理的に明らか

にされている場合には、必ずしも詳細な実験的検討は必要とされない。 

 

第６章 ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の体内動態 

１ 製品を構成する細胞・組織及び導入遺伝子の発現産物について、技術的に可能で、

かつ、科学的合理性がある範囲で、実験動物での吸収及び分布等の体内動態に関する

試験等により、患者等に適用された製品中の細胞・組織の生存期間、効果持続期間を

推測し、目的とする効果が十分得られることを明らかにすること（注：体内動態に関

する試験等には、例えば組織学的検討、AluPCR 法、磁気共鳴画像診断法(MRI)、陽電

子放射断層撮影法(PET)、単一光子放射断層撮影法(SPECT)、バイオイメージングなど

がある）。 

２ ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の用法（投与方法）について、動物実験を通して

その合理性を明らかとすること。特に、全身投与にあっては投与後の細胞の全身分布

を動物実験などから外挿し、有用性の観点から議論すること（注:投与経路ごとにど

こに生着するかは不明であるが、全身投与よりも局所投与が望ましいと想定される。
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しかし、全身投与であってもその有用性において被投与患者に有益であると合理的に

説明が可能である場合には用法として設定可能である。例えば、生着を期待する臓器

以外への分布を最低限に抑えることが合理的な投与方法であると想定される。また、

異所性生着しても、被投与患者にとって不利益（生体機能への悪影響）が生じない場

合は用法として肯定できる可能性がある。異所性分化による不利益とは、例えば当該

細胞が心臓に異所性生着して骨形成する場合が想定され、それが不整脈を惹起したよ

うな場合である）。 

３ 当該細胞・組織が特定の部位(組織等)に直接適用又は到達して作用する場合には、

その局在性を明らかにし、局在性が製品の有効性・安全性に及ぼす影響を考察するこ

と。 

 

第７章 臨床試験 

ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等の臨床試験を開始するに当たって支障となる品質及

び安全性上の問題が存在するか否かの段階における安全性については、臨床上の有用性

を勘案して評価されるものであり、ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等について予定され

ている国内の臨床試験計画について以下の項目を踏まえて評価すること。その際、明ら

かに想定される製品のリスクを現在の学問・技術を駆使して排除し、その科学的妥当性

を明らかにした上で、なお残る「未知のリスク」と、重篤で生命を脅かす疾患、身体の

機能を著しく損なう疾患、身体の機能や形態を一定程度損なうことにより QOL を著しく

損なう疾患などに罹患し、従来の治療法では限界があり、克服できない患者が「新たな

治療機会を失うことにより被るかもしれないリスク」とのリスクの大小を勘案し、かつ、

これらすべての情報を開示した上で患者の自己決定権に委ねるという視点を持つこと、

すなわち、リスク・期待されるベネフィットの情報を開示した上で治験に入るかどうか

の意思決定は患者が行うという視点を入れて評価することが望まれる。 

１ 対象疾患 

２ 対象とする被験者及び除外すべき被験者の考え方 

３ ヒト iPS（様）細胞加工医薬品等及び併用薬の適用を含めた、被験者に対して行わ

れる治療内容（注：投与・移植した細胞の機能を維持・向上・発揮させるために併用

する薬剤が想定される場合、当該薬剤の作用を in vitro あるいは in vivo で検証す

ること）。 

４ 既存の治療法との比較を踏まえた臨床試験実施の妥当性 

５ 現在得られている情報から想定される製品並びに患者のリスク及びベネフィット

を含め、被験者への説明事項の案 

なお、臨床試験は、適切な試験デザイン及びエンドポイントを設定して実施する必

要があり、目的とする細胞・組織の由来、対象疾患及び適用方法等を踏まえて適切に

計画すること。 
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