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知っていますか？　
「バイオ」と「ものづくり」の関係

■関心を集めるバイオエコノミー

皆さん、「生物」と「技術」という
二つの言葉からなる「バイオテクノ
ロジー」というと、何を思い浮かべ
ますか。農業、医療、食品などを思
い浮かべる人が多いかもしれませ
ん。もちろん、それらの分野でも画
期的な成果を上げています。でもこ
れからは工業、つまり、「ものづく
り」での活用も注目です。
　そんなバイオテクノロジーが、
今、新たな転換期を迎えつつありま
す。2015年の国内バイオ産業市場は
約3兆円となり、この10年余りで市場
規模はおよそ2倍になりました。この
傾向は世界的なもので、バイオテク
ノロジーが生産などに貢献する市場

　会員の皆様、お元気ですか。石田まさひろです。
　1月17日（火）の朝、第1回となる定例勉強会を開催いたしました。講師は、アメリカ大
使館政治部参事官の、ドリュー・シャフルタウスキ氏です。その3日後の20日が、トランプ
新大統領の就任式でしたので、大変時宜を得た勉強会になりました。
　参事官からは、「米国大統領選挙と日米関係のこれから」「政権移行プロセス」「日米同
盟について」の3点についてお話がありました。過激なもの言いで物議を醸しているトラン
プ大統領ですが、参事官によれば、「政権としてそのうち安定してくる。主要側近ににベテ
ランを揃えているから」だそうです。我々も新大統領の発言に振り回されることなく、中長
期的に見守る態度も必要ですね。特にシャフルタウスキ参事官が、トランプ新大統領を評し
て、「士魂商才だ」と発言したのには驚きました。鋭い観察眼もさることながら、こんな四
文字熟語を使いこなす氏の日本語能力に。このような知日家を日米の懸け橋として大切にし
ていきたいものです。
　さて、本日は石田まさひろ政策研究会メルマガの第2号をお届けいたします。経済産業省
の取組みについてご一読ください。

参議院議員　石田昌宏 地域に働きかける（「地域の触媒」になる）機能が
身近な圏域の中に必要、としている。今後の施策の
進展に期待したい。
こうした方向性に対しては、「地域への丸投げ」

「公的責任の後退」といった批判は成り立ちうる
が、３つの地域づくりに共通するのは、取り組む住
民自身が（直面する課題は重いものでも）「楽しい」
「やりがいがある」と感じられるということである。
さらに期待を込めて解釈すると、３つの方向性
には「ひとりではなくみんなで」という視点が共通し
ており、「孤立」にどう立ち向かうかという視点が包
み込まれている。我が国の社会保障制度では手が
届きにくく、今後確実に大きくなり、あらゆる福祉課
題に共通して影を落とす課題は「孤立」である。
この「孤立」の課題を、「支援の対象」としてだけ
ではなく、地域全体の中で捉えると、解決の方法が
広がってくる。「ごみ屋敷」の人が地域の商店街の

店番として働く、長年引きこもっていた人が高齢者
の見守りの担い手や地域おこしの商品の作り手に
なる、１日誰とも話さない高齢者のお宅をほかの
高齢者や放課後の子どもの居場所として開放する
等、「地域」をベースに、福祉の各分野、福祉自体の
枠も超えることは、非常にクリエイティブなことで
はないだろうか。
本稿で紹介した「中間とりまとめ＊」をもとに、今

年の通常国会に提出予定の介護保険法改正法案
に社会福祉法の改正が盛り込まれると聞く。これ
からの福祉の在り方を展望するとき、「地域」と「我
が事・丸ごと」をベースにしたクリエイティブな発
想がどんどん実現される施策展開に、強く期待し
たい。

はバイオエコノミーと呼ばれ、企業
の関心を集めています。OECDはその
加盟国における2030年のバイオ産業
市場が全GDPの2.7％になると予測。
その規模は約200 兆円です。なかで
も、健康や農業と並んで見逃せない
のが工業の分野。これが全体の39％
を占めると考えられています。

■ 生物を使えば超省エネ！

　生物の機能を利用したものづくり
のメリットの一つは、化学合成にお
ける高温・高圧プロセスを必要とし
ないこと。常温・常圧プロセスでの
生産が可能なため、超省エネを実現
できます。だから、環境にもやさし
いというわけです。
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に大量生産できるようになっています。
　ゲノム情報の解析や編集などの分野で
著しい技術革新が起こっている近年、こ
れまで利用することができなかった「潜
在的な生物機能」を引き出そうという動
きも加速しています。バイオテクノロ
ジーをいかに事業活動に取り入れるかが
経営戦略の肝となるため、手続きの簡素
化やリスク対応など産業利用を促進する
ための制度整備を国は進めています。

■キーワードは「我が事・丸ごと」

　厚生労働省は、昨年（平成２８年）７月、省内に
「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」なる本
部を立ち上げた。
　役所らしからぬ「我が事・丸ごと」というネーミン
グの考え方は、厚生労働省の「地域力強化検討会」
（座長：原田正樹 日本福祉大学教授）が昨年１２
月にまとめた「中間とりまとめ」で説明されている。
その中では、地域の存続の危機、課題の複合化・複
雑化、社会的孤立や排除の存在、地域の福祉力の
脆弱化などの課題への対応として、「地域の持つ力
と公的な支援体制の協働」を掲げている。そして、
様々な福祉課題を他人事ではなく「我が事」として
考える機運を作っていくための地域づくりの方向
性として、３つの方向性を紹介した。
　１つ目は、「自分や家族が暮らしたい地域を考え
る」方向性。自分や家族の将来に対する懸念や、自
分や家族が経験した課題をきっかけに地域を考え
るようになることである。
２つ目は、「地域で困っている課題を解決した

い」という方向性。これは、民生委員やボランティア
など福祉に関わりたいと希望する人を増やしてい
くという方向性である。
　３つ目は、「一人の課題から」つくっていくという
方向性。一人の課題を地域住民と関係機関が一緒
になって解決するプロセスを繰り返すことで、困難
を抱える人であっても支えることができる地域を
つくることである。いわゆる「ごみ屋敷」について、
相談支援の専門員が本人に寄り添い信頼関係を
築く一方、住民が（その相談支援の専門員の誘い
もあり）片づけに参加することで、「包摂」できる地
域になっていく過程が紹介されている。

■福祉の枠を超えたクリエイティブな「福祉」を

３つの方向性はアプローチこそ異なっていて
も、課題が生じることを未然に防いだり、課題を有
する人や世帯に早期に気づいたりできるととも
に、課題の解決のために居場所や働ける場所を地
域につくっていくことができる。「中間とりまとめ」
では、「我が事」の地域づくりを進めていくために、
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例えば、従来は石油を原料として高
温・高圧下で生成していたブタンジ
オールという高機能プラスチックは、
発酵を利用することで、とうもろこし
由来の糖から常温・常圧で生成する
ことが可能となりました。

また、これまで工業的に生産できな
かったものをつくれるという魅力も
あります。例えばアルテミシニン（抗
マラリア剤）という物質は、従来ヨモ
ギから地道に抽出、精製するしかあ
りませんでした。しかし現在は、バ
イオテクノロジーの技術を用いて、別
の生物の細胞をデザインし、効率的

資料 : 経済産業省「スマートセルインダストリーが拓く未来像」

池田岩男（経済評論家）




