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研究要旨： 

実臨床に準じた環境で実施するCST（Cadaver surgical training：ご遺体を使用した手術

手技研修）では、内視鏡や手術顕微鏡などの医療機器やインプラントなどの手術材料が必要

であるが、実際の手術と異なり、これらの費用を診療報酬として請求することはできない。

また、献体の登録、ご遺体の保存、管理等の業務にも新たな運営経費と人的資源が必要とな

る。しかし、受講する医師からの参加費のみでこれらの経費を賄うことは不可能であり、大

学内の新たな予算に加えて、厚生労働省の「実践的な手術手技向上研修事業」などの補助金

や、医療機器メーカー等からの医療機器の貸与などがなくてはCSTの実施ができない現状が

ある。一方、医療機器開発では、共同研究・受託研究契約を締結することで、企業からの研

究費を運営経費に充てることが可能であるが、ご遺体を使用した医療機器開発に関しては、

国内の実施例がほとんどなく、実施基準は示されていなかった。そこで本研究では、立法、

行政、企業、研究者（法学者、倫理学者）を招聘し、CSTにおける適正な企業の関与とご遺

体を使用した医療機器開発の実施要件ついて議論を重ね、CSTに関する利益相反マネジメン

トに対する指針をQ&A形式の「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン

に関するQ&A」としてまとめた。また、医療機器開発における遺体使用は、「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施すべきとし、これに基づき「遺体を用いた

医療機器研究開発（R&D）の実施におけるリコメンデーション（勧告）」を作成した。これ

らは日本外科学会CST推進委員会で「臨床医学研究における遺体使用に関する提言」として

まとめられ、令和2年9月に日本外科学会から公表された。これらの成果により、我が国にお

ける今後のご遺体を使用した臨床医学教育と医工連携の推進が期待できる。 
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教授 
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神経疾患病態構造学・特任教授 
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会・キャダバーサージカルトレ 
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高橋 晴雄 日本耳鼻咽喉科学会・理事 
 
倉島  庸 北海道大学大学院医学研究科・ 

消化器外科・准教授 
 
A 研究目的 
医療の高度化・複雑化に対応し、安全な

医療を広く提供するには、効率的な手術手

技教育が求められている。主な教育手法に

は OJT（on the job training）、シミュレー

ション、動物を用いた修練（アニマルトレ

ーニング）などがある。従来からの手術手

技教育の基本は OJT であるが、生命の危機

に直結する高度な手術手技など、「失敗しな

がら」学ぶことのできない医療技術の習得

には、“on the job”を補完する教育手法が必

要である。シミュレーションは研修医など

の基本手技の習得には有効な教育手法であ

るが、各専門領域で広く普及するには至っ

ていない。アニマルトレーニングは内視鏡

外科手術や外傷手術の習得などには望まし

い手法だが、トレーニングの施行可能な動

物実験施設は限られており、費用が高く、
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研修機会が限られるなどの問題がある（1-

3）。Cadaver surgical training（CST：ご

遺体を使用した手術手技研修）は、諸外国

では手術手技教育の手法の一つとして確立

しているが、我が国においても平成 24 年に

「臨床医学の教育及び研究における死体解

剖のガイドライン」が公表され、関係法令

との一定の整理が図られたことで、ガイド

ラインに沿った実施体制が整備されつつあ

る（1,2）。 

一方、CST の普及に従い、CST の実施に

おける企業や NPO の関与や、成果物の公

表・出版、学会・研究会等での CST の中継

（ライブデモ）や、医療機器開発における

ご遺体を使用した臨床研究などの、ガイド

ラインでは可能としているものの詳細な記

載がなく、実施に際して慎重な判断が必要

な事例に関しては、実施団体からの質問に

対して日本外科学会 CST 推進委員会がそ

の都度回答している状況であった。 

そこで本研究では、国内・海外の調査研

究から CST の現状と課題を把握し、ガイド

ラインを補足する新たな提言をまとめ、公

表することを目的とした。 
 
B 研究方法 
平成 30 年度は、国内海外の調査研究から

CST の現状を把握し、実施経費や企業との

関係のあり方の検討を行った。令和元年度

は、医学教育と医療機器開発等の臨床研究

における遺体使用を円滑に実施するための

新たな提言の素案を CST 推進委員会を中

心に「産学連携における献体使用に関する

ワーキンググループ」でまとめ、研究班の

全体会議で検討した。令和 2 年度は、ガイ

ドラインを補足する CST に関する新たな

提言として、「臨床医学の教育及び研究にお

ける死体解剖のガイドラインに関する

Q&A」と「遺体を用いた医療機器研究開発

（R&D）の実施におけるリコメンデーショ

ン（勧告）」からなる「臨床医学研究におけ

る遺体使用に関する提言」を日本外科学会

CST 推進委員会に提示し、日本外科学会は

これを公表した(３)。 

海外における実施例の調査では、平成 30

年はドイツにおいて先進的に CST や医療

機器開発を行っているアーヘン工科大学

Center for Teaching and Training を視察

し、本件の第一人者である同大学の Tolba

教授とディスカッションを行った。令和元

年は、Tolba 教授を招聘し、日本外科学会

CST 推進委員会と本研究班の共催企画と

して、第 72 回日本胸部外科学会定期学術集

会において、海外の産学連携で運営するカ

ダバーセンターの現状の講演を行い、我が

国の外科医に海外の実情を周知させた。ま

た、韓国等の諸外国における CST の実施状

況に関しては、公開された資料を検索し、

その内容を基に我が国との比較検討を行い、

報告書にまとめた（４）。 

CST に対する企業や NPO との関わりや、

ご遺体の写真を含む成果物の公表・出版の

ルール、学会・研究会等での CST の中継（ラ

イブデモ）の手続きや、医療機器開発にお

ける遺体を使用した臨床研究の進め方など、

ガイドラインで可能としているものの実施
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に際して慎重な判断が必要な事例に関する

実施要件を検討すべく「産学連携における

献体使用に関するワーキンググループ」を

令和元年度に立ち上げて、立法、行政、企

業、研究者（法学者、倫理学者）を招聘し、

献体制度の無償の精神性を保ちつつ、医工

連携を推進するための要件を整理し、提言

案にまとめた。「産学連携における献体使用

に関するワーキンググループ」の実施概要

は以下のとおりである。 

 

第１回会議：令和元年 9 月 12 日。出席者

（研究者）：小林英司（委員長）、七戸俊明、

藤本豊士、鈴木崇根、山口久美子、橳島次

郎。出席者：古川俊治（参議院議員）、磯部

哲（慶応大学法学部教授）、伴圭吾（厚生労

働省）。オブザーバー：関尾順一（医療機器

業公正取引協議会 専務理事）、佐藤英朗（同 

規約・基準委員会 主査）、栁澤佳紀（同 事

務局長）。 

第２回会議：令和元年 11 月 6 日。出席者

（研究者）：小林英司（委員長）、七戸俊明、

藤本豊士、八木沼洋行、渡辺雅彦、山口久

美子、栗田浩、武田吉正。出席者：古川俊

治（参議院議員）、伴圭吾（厚生労働省）。

オブザーバー：Tolba, René H（ドイツ連邦

共和国、アーヘン工科大学）、久保裕司（ジ

ョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）、

井野川政範（日本メドトロニック株式会社） 

令和 2 年度は、ワーキンググループでの

検討案に対し、委員会全体で検討を加えた

後に、日本解剖学会や外科系諸学会に所属

する委員を含む日本外科学会 CST 推進委員

会に提示した。日本外科学会は、日本外科

学会 CST 推進委員会での更なる検討を経て

これを承認し、令和２年 9 月に「臨床医学

の教育及び研究における死体解剖のガイド

ラインに関する Q&A」並びに「遺体を用いた

医療機器研究開発（R&D）の実施におけるリ

コメンデーション（勧告）」を「臨床医学研

究における遺体使用に関する提言」にまと

め、公表した。また、これに従い、令和 2年

度の第 120 回日本外科学会の関連企画とし

て CST のライブデモンストレーションが実

施されることとなった。 
 
C 研究結果 

CST に関する諸問題への回答は Q&A 形

式とし、「臨床医学の教育及び研究における

死体解剖のガイドラインに関する Q&A」に

まとめた。また、ワーキンググループでの

議論を通じて、医療機器開発における遺体

使用は臨床研究であり、「人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針」を遵守して実

施すべきとの見解が厚生労働省、文部科学

省から得られ、本見解に基づいて、「遺体を

用いた医療機器研究開発（R&D）の実施に

おけるリコメンデーション（勧告）」が作成

された。これらは日本外科学会 CST 推進委

員会での検討を経て「臨床医学研究におけ

る遺体使用に関する提言」としてまとめら

れ、令和 2 年 9 月に日本外科学会から公表

された（３）。 
また、国内での実施状況の調査結果と今

後の普及における課題は、各研究者がそれ

ぞれまとめ論文化した（４～８）。 
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D. 考察 

CST、アニマルトレーニングなどの手術

手技実習では技術習得のために、実臨床に

準じた内視鏡や手術顕微鏡などの医療機器

やインプラントなどの手術材料を使用した

模擬手術を実施する。実際の手術において

は高額な医療機器や手術材料の費用は診療

報酬として請求することができるが、トレ

ーニングではこれらの費用を診療報酬とし

て請求することはできない。また、献体の

登録、ご遺体の保存、管理等の業務にも新

たな運営経費と人的資源が必要となる。し

かし、受講する医師からの参加費のみでこ

れらの経費を賄うことは不可能であり、大

学内の新たな予算に加えて、厚生労働省の

「実践的な手術手技向上研修事業」などの

補助金や、医療機器メーカー等からの医療

機器の貸与などがなくては CST の実施が

できない現状があり、今後の普及を進める

上での大きな課題であった。一方で、大学

と企業間の医療機器開発では、共同研究・

受託研究契約を締結することで、企業から

の研究費を学内の臨床研究の担当部署の運

営経費、設備費、人件費などに充てること

が可能であるが、ご遺体を使用した医療機

器開発については国内での実施例がほとん

どなく、実施基準は示されていない状況で

あった。 

本研究において「臨床医学研究における

遺体使用に関する提言」を作成し、これを

公表したことにより、手術手技実習と医療

機器開発を両輪とした臨床医学の教育研究

における献体使用を継続して実施可能とす

るための運営形態の確立に向けて、一定の

方向性を示すことができた（３）。さらにガ

イドライン公開後の我が国の CST につい

て、10 年のアーカイブを作り、これからの

在り方について提言を英文誌にまとめた

（５）。本研究を契機として、臨床医学の教

育、研究における遺体使用が今後更に発展

することに期待したい。 
 
 

E. 結論 

 国民に対して、高度な医療を安全に提供

するためには、CSTの実施体制の充実が必

須である。本研究では、広く社会の理解と

支援が得られる臨床医学の教育研究におけ

る遺体使用の実施体制を確立すべく、CSTの

実施における留意点を具体的な事例をあげ

て提示した。また、医療機器開発等の実施

における遺体使用のルールを明確化した。 

これらの成果から、我が国における今後

のご遺体を使用した臨床医学教育と医工連

携の推進が期待できる。 
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