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Quiz

研究不正でしょうか︖

Q１ Aさんは、研究のために実験を
しました。得られたデータの数値が、
予想した数値と違ったので、データを
書き換えました。

Q２ Bさんは、研究のために実験を
しましたが、良い結果が得られません
でした。代わりにCさんの実験結果を
使用しました。



Q３ Dさんは、研究のために実験を
しましたが、予想した結果が得られま
せんでした。条件を変更して実験を
やり直し、予想した結果を得られた
ので、それを使用しました。

１︓「観る」ことは、研究の基本

２︓研究をするすべての者が守るべき
ルール（科学倫理）

３︓正確に「観察」する方法

本日の講義の内容

「観る」ことは、研究の基本

何の写真でしょうか︖



何種類の細胞が⾒られますか︖

血液塗抹標本_ギムザ染色

各血球には特徴がある

赤血球
核がなく、両側がへこんだ円盤状の細胞。
ヘモグロビンをもち、酸素を運ぶ。

白血球
いろいろな種類（好中球、好酸球、好塩基球、
リンパ球、単球など）の細胞がある。
核をもち、好中球は分葉核を示す。
免疫に関わる。

血小板
細胞質の破片。
染色される顆粒をもつ。
止血をする。

もう⼀度、血球の写真を観てみましょう︕

好中球

好中球
血小板

血小板

赤血球

赤血球

「観る」とは︖

知識の眼でみること

正しい方法で観察すること



研究をするすべての者が守るべきルール

科学者の⾏動規範
2006年10⽉3日制定
2013年1⽉25日改訂

【制定の理由】
2006年当時、全国の大学や研究機関の中で、不正⾏為の疑いが⾒つ
かった機関が 12.4%もあった。しかし、研究のルールを制定していた機関
はわずか13.3%で、制定することを決めていない機関が 41.3%もあった。
→ 研究者は正しいことをするという思い込みがあった。

【改訂の理由】
2011年に東日本大震災と東京電⼒福島第⼀原発の事故があり、社会
に対する科学者の責任に注目が集まった。また、データの捏造や論⽂の盗
用といった研究不正が発生したことから、⾏動規範が改訂された。
→ 科学者の⾏動規範をアップデートする必要に迫られた。

https://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/

科学者の⾏動規範
Ⅰ 科学者の責務

科学者の基本的責任、科学者の姿勢、社会の中の科学者
社会的期待に応える研究、説明と公開、科学研究の利用の両義性

Ⅱ 公正な研究
研究活動、研究環境の整備及び教育啓発の徹底
研究対象などへの配慮、他者との関係

Ⅲ 社会の中の科学
社会との対話、科学的助⾔、政策⽴案・決定者に対する科学的助⾔

（科学者は社会との対話に努め、客観的な科学的助⾔を⾏う）

Ⅳ 法令の遵守など
法令の遵守、差別の排除、利益相反

（科学者は法令を守り、差別をせず、利益相反に注意する）

Ⅰ 科学者の責務

科学者の姿勢
科学者は、常に正直、誠実に判断、⾏動し、⾃らの専門知識・能⼒・技芸

の維持向上に努め、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を
科学的に示す最善の努⼒を払う。
→ 嘘をつかず、騙さない。

社会的期待に応える研究
科学者は、社会が抱く真理の解明や様々な課題の達成へ向けた期待に応

える責務を有する。研究環境の整備や研究の実施に供される研究資⾦の使
用にあたっては、そうした広く社会的な期待が存在することを常に⾃覚する。
→ 世の中で重要な、まだ分かっていないことを明らかにする研究を⾏う。

社会の期待の顔色をうかがい、役に⽴つ研究を評価する傾向がある。



Ⅱ 公正な研究

研究活動
科学者は、⾃らの研究の⽴案・計画・実施・報告などの過程において、

本規範の趣旨に沿って誠実に⾏動する。科学者は研究成果を論⽂など
で公表することで、各⾃が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに
責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取
り扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正⾏為を為さず、また加
担しない。

→ 研究者は、論⽂で評価される。

→ そのため、成果を焦って不正に⼿を染める研究者がいる。

→ だからと⾔って、都合のいいようにデータを作ったり、変えてはいけないし、
他人の研究成果を⾃分のもののように扱ってはいけない。

研究不正・撤回論⽂ランキング

https://news.yahoo.co.jp/byline/enokieisuke/20190626-00131623

赤字は日本人

2019年6⽉時点
183本

https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2017/PA03212_01jp)

撤回論⽂と研究分野 有名な研究不正の例
2012年
降圧剤ディオバン臨床研究 データのねつ造
ノバルティス社、慈恵医大、京都府⽴医大、滋賀医大、
千葉大学、名古屋大学
→日本の臨床研究の信頼性が失われた

2014年
STAP細胞研究 HOら データのねつ造、改ざん、盗用
理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
→日本の科学研究の信頼性が大きく失墜した

2022年
閉鎖環境⻑期滞在実験 SFら データのねつ造・改ざん
JAXA・宇宙航空研究開発機構



研究ノートの紹介

正確に「観察」する方法

教科書にある細胞のイラスト

組織学入門＿南江堂

眼でどこまで小さいものを⾒ることができるか︖

眼（肉眼という）では、0.1 mmまで⾒える



ルーペ（1枚のレンズ）

https://www.hazuki-l.co.jp/hazuki/hazukiloupe.html

1.32倍、1.6倍、1.85倍〜10倍

レンズの直径が⻑くなると視野は広くなるが、拡大率は小さくなる。
逆に、拡大率が大きくなると、視野は狭くなる

光学顕微鏡

光学顕微鏡は、約0.2 μm 
(=200 nm) まで⾒られる。

は、肉眼の約500倍

通常の細胞の大きさは、
10〜100 μmなので、
肉眼では⾒えず、光学顕微鏡で
初めて⾒える。

さっきの血球の写真を観てみましょう︕

細胞膜は⾒えるでしょうか︖

細胞膜とは︖

細胞膜は脂質⼆重層でできている

厚さ︓7.5 nm

光学顕微鏡では
⾒ることができない。

電子顕微鏡で初めて観察できた。

『暗明暗』の三層構造
Ross組織学＿南江堂



電子顕微鏡

・1930年代にドイツ人のルスカらが開発
(1986年ノーベル物理学賞受賞)
光線の代わりに電子線を、
光学レンズの代わりに電磁石レンズを

用いる。

・0.1〜1 nmまで⾒られる。

・電子線は、単⼀の波⻑なので、
モノクロ（白⿊）になる。

『透過電子顕微鏡』と
『走査電子顕微鏡』がある。

電子顕微鏡で観た細胞（膵臓の細胞）
光学顕微鏡写真

ミトコンドリア

核

分泌顆粒

微絨毛

（透過）電子顕微鏡で観るとは︖

富士⼭ ︓3,776ｍ

https://kumamon-official.jp/ (kumamon-official.jp)

Ａ

Ｂ
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新しい電子顕微鏡による観察方法



連続ブロック表面走査電子顕微鏡

走査電子顕微鏡 GATAN社より提供の動画

1 μm

細胞中の全てのミトコンドリアを抽出する

ミトコンドリア

細胞中の全てのミトコンドリアを抽出する

平均428個
１︓観察は、知識で⾒ること。

２︓⾏動規範を守って科学研究を⾏う。

３︓正しい観察方法を知ることは、研究不正を
防ぐことができる。

講義のまとめ


