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奨学寄付金の未来リポート

独立行政法人放射線医学総合研究所 主任研究員・栗原千絵子氏

奨学寄付金の自主規制を一定評価
行政側のルール整備・強化も必要

Interview

グ
ロ
ー
バ
ル
で
は“
契
約
”が
一
般
的

　

奨
学
寄
付
金
に
関
し
て
、
製
薬
協
が

新
た
な
ル
ー
ル
作
り
に
乗
り
出
し
て
い

る
こ
と
は
評
価
す
る
。
業
界
側
が
自
ら

透
明
性
を
高
め
る
努
力
は
必
要
だ
。

　

製
薬
協
が
検
討
し
て
い
る
新
ル
ー
ル

の
方
向
性
は
、
自
社
製
品
・
自
社
テ
ー

マ
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
、
使
途
を

限
定
し
な
い
奨
学
寄
付
金
を
制
限
し
、

共
同
研
究
・
委
託
研
究
な
ど
企
業
側
の

意
図
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
資
金
提
供
と

す
る
こ
と
の
よ
う
だ
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
で
は
産
学
連
携
の
上

で
、
目
的
や
役
割
分
担
を
明
確
に
し
た

契
約
に
基
づ
く
資
金
提
供
が
一
般
的

で
、
日
本
の
奨
学
寄
付
金
の
よ
う
な
資

金
提
供
は
リ
ベ
ー
ト
（
賄
賂
）
と
見
な

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
韓
国
な
ど
で
は

効
能
追
加
を
目
的
と
し
な
い
臨
床
研
究

へ
の
資
金
提
供
な
ど
は
リ
ベ
ー
ト
と
し

て
拒
否
す
る
施
設
も
あ
る
よ
う
だ
。

　

共
同
研
究
・
委
託
研
究
の
よ
う
な
契

約
に
基
づ
く
資
金
提
供
に
移
行
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
オ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ッ
グ

な
ど
市
場
が
小
さ
く
企
業
に
と
っ
て
利

益
の
少
な
い
医
薬
品
に
関
す
る
研
究
が

滞
る
こ
と
を
懸
念
す
る
意
見
も
あ
る
よ

う
だ
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
が
本

当
に
起
こ
る
の
か
は
、
奨
学
寄
付
金
で

オ
ー
フ
ァ
ン
な
ど
を
承
認
申
請
ま
で

持
っ
て
い
け
る
よ
う
な
研
究
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
を

示
し
つ
つ
、
議
論
す
べ
き
だ
。
Ａ
Ｒ
Ｂ

「
デ
ィ
オ
バ
ン
」
を
め
ぐ
る
論
文
問
題

の
経
過
を
見
て
も
、「
使
途
を
限
定
し

な
い
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
奨
学
寄
付

金
が
、
実
際
に
は
企
業
に
有
利
な
デ
ー

タ
を
出
す
研
究
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
思
う
。

未
承
認
効
果
の

エ
ビ
デ
ン
ス
活
用
に
規
制
を

　

奨
学
寄
付
金
を
共
同
研
究
・
委
託
研

究
の
よ
う
な
契
約
に
基
づ
く
資
金
提
供

に
移
行
し
た
と
し
て
も
、
業
界
側
の
自

主
規
制
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
側
の
対

応
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
未
承
認
効
果
に
関
す
る
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
規
制
の
問
題
が
あ
る
。

デ
ィ
オ
バ
ン
を
め
ぐ
る
論
文
問
題
で

は
、
心
血
管
イ
ベ
ン
ト
の
抑
制
と
い
う

承
認
時
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
効
果
に

関
す
る
論
文
を
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
用

い
て
い
た
。
厚
生
労
働
省
は
薬
事
法
上

の
誇
大
広
告
に
該
当
す
る
と
し
て
刑
事

告
発
し
、
司
法
に
判
断
を
委
ね
た
が
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
未
承
認
の
効
果
の

宣
伝
に
対
す
る
行
政
当
局
と
し
て
の
考

え
方
を
明
示
し
て
い
な
い
。

　

承
認
時
に
デ
ー
タ
が
な
か
っ
た
真
の

エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
が
類
似
薬
よ
り
勝
る

と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
を
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
に
活
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
明
確
な

行
政
上
の
ル
ー
ル
を
当
局
が
示
さ
な
い

限
り
、
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
エ
ビ
デ

ン
ス
が
こ
れ
か
ら
も
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ま
ま

で
は
国
際
常
識
の
通
用
し
な
い
国
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　

な
お
、
実
薬
同
士
の
効
果
比
較
研
究

を
す
る
な
ら
ば
、
公
費
で
す
べ
き
で
そ

の
種
の
フ
ァ
ン
ド
を
国
は
増
や
す
べ
き

だ
と
思
う
。
あ
る
い
は
比
較
す
る
医
薬

品
を
持
つ
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
公
平
に
費

用
を
負
担
し
て
行
う
形
に
す
べ
き
だ
。

そ
う
す
れ
ば
あ
る
程
度
公
平
な
デ
ー
タ

が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
臨
床
研
究
の
倫
理
指
針
を
Ｇ

Ｃ
Ｐ
（
臨
床
試
験
実
施
基
準
）
的
な
も

の
に
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
出
て
い
る

が
、
医
薬
品
の
有
効
性
・
安
全
性
に
関

わ
る
試
験
は
薬
事
法
に
基
づ
く
Ｇ
Ｃ
Ｐ

で
実
施
す
る
の
が
国
際
常
識
な
の
で
、

海
外
に
は
説
明
で
き
な
い
薬
事
法
の
範

囲
外
の
仕
組
み
を
増
や
し
て
い
く
こ
と

は
や
め
た
方
が
よ
い
。

　

資
金
提
供
に
関
す
る
業
界
側
の
自
主

規
制
は
、
臨
床
研
究
の
透
明
化
の
「
前

提
」
に
は
な
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

ず
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
状
況
に
な
っ
て
い
る

日
本
の
臨
床
研
究
規
制
を
再
構
築
す
る

必
要
が
あ
る
。�（
聞
き
手
・
岩
﨑
知
行
）

製薬企業から医療機関などへの資金提供の透明化に向けた動きが活発化している。
日本製薬工業協会（製薬協）では、奨学寄付金による臨床研究支援を「自社品・自
社テーマに関係しない研究」に限定するなど、自主的に規制する新たなルール作り

に着手している。今後の課題は何か。日本製薬医学会メディカルアフェアーズ（MA）部門メンバーで独立
行政法人放射線医学総合研究所主任研究員の栗原千絵子氏に聞いた。


