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Fig.1 Observation of localization of 
BGL2-EmGFP 
A) Green:BGL2-EmGFP, Blue:DAPI
B) Green:BGL2-EmGFP, Blue:Vacuole
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Fig.2 Evaluation of localization of BGL2
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,1�	 82.6 ���;% 96.7
���2 88.9 
��� 61.2 ��*; 100
��2� 80.6 ��2� 87.5 ���; 86.7
���; 85.7 �9 ; 81.5 �7� 100

�9�; 85.7 �;�� 86.7 ��+
 89.3

�;��� 89.7 ��4� 96.3 ��� 96.4

���;�0 91.7 ��#
 96 �-� 0

��"# 96.8 ��	 90.9 ���� 95.7

���� 96.8 ) $� 78.6 ��� 87.5


$
 75 �+�� 83.3 ��(� 75

Table1  Results of Screening

Fig.3 Observation of the localization by 
treatment with extract of Schizonepeta
tenuifolia(A) and Lindera umbellata(B).

A) B)
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H28ñò ĖŧşŦŬÚàĂŕŘšūÑśõāĒĎ�ĬÒÃġ 
l�yǍǐµŖĄƐCǂęBƠŊ7RrY^ĮƃĦėƹŗCšūĈńõā � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 

 

�-ndv[���Áģ~xh�{Ć�BORyZgC�¨ªðB<H= 
ĻŃ� ¶�Þ 

ťÜíîŧÚà þŒrY^ŧàƳ ĪǉŐÅŧàŧ ēĊ 
 

1. ƁĠ?ŜŘ 
ĥ�C�óÕƮGCĄƐǂęDƵƓAƝǃC

�<>*RC9C�>rY^ĮƃĦėCƹŗD

�øCrY^|mX_�őĬCŗìBDįL

8AHCŉBBoqrY^laq�f�?rY

^Y�v]ylXagCƬĐ7R4?>ǂę

ŘAµŒĄƐUŐJ©7�0Ĥ÷>1RCĥ�

ĬDµŖĄƐCǂęBƠŊ7RrY^ĮƃĦ

ėƹŗUŜŘ?6=Bę:ArY^ĮƃĦėC

ƹŗ?µŖÑśĄƐU¯©6:H?Ż-=H

RCĜĥ�Cĳ�·Ê>ĢLÙHCDE0V)

>*QBœĀ>Dſ0VBƀ0VBÝĀ>DÚ

ƈ0VMƀ0VBI:ÝĀŉģA�0VMÞä

0V>Cĳ�ŋ0ñ'Õ°6=1=HRC9S

N-B0VBæ7Rę:AµƍÇCƹŗMĶŖ

ĄƐCŢŬ0Ś'Ĥ÷5S=HRC0VĶŖþ

Œ0Ĥ÷5SRňơBDţĀoqŰÞMBŝČ

DNA CĘŇ³0Ĥ÷>1R 8-methoxypsoralen
A@0*R0B9C�>BÛŅň>*Ruiz

�ǑÀě�BLŗ`�ą±ĩ0ÒÃ5S=

HRCuiz�ǑDƄľĀuiz�C�Ū>B

ÛŅBDa�y�ŏBǈÆÐC Ʒ0Ŷ¿6

:ndv[���ǅ?�ǈÆÐC Ʒ0Ŷ¿

6:ndn~\q��ǅ0ßÎ7RC5mBB

a�y�ŏC|j�ÑC�Ź?ĕCƱHBO

QBa-, b-, g-, d-CǎŪǅ0*QB¿ƗǏŪǅ

0ßÎ7RCĢƧBndn~\q��ǅ0ŗ0

Vą±ĩA@B0V?Cƻ�0īƘ5SBÒ

Ã5S<<*RC�-EBtnƀƉ`�ŲƂ>

*R SGC-7901 ŲƂBg-ndn~\q��Uĺ

°7R?ŲƂÄĤC G(0)/G(1)ĤUğƺ�ßŘ
BƼı6B5mBBcaspase-3CĸĀ³UƜç7
R�0ÒÃ5S=HR 1)CI:B�0VŲƂB

.H=LB9Cy�_�>*R CD133/CD44C
ŗŌUą7R?ƖTS=HR 2)C5mBBd-

ndn~\q��DBHepG2ŲƂB.H=B�
Cndn~\q��ǅOQLćÕĴ±ĩ0ǋ

2BWxn�egUƜç6BS ĤCƼıUô1

Ƣ47?ÒÃ5S=HR 3)C4CO,BÛŅň

>*QBA.L<Bŗ`�ą�ŒCÒÃ0*

QB5mBB9Cá¦ĀCǁLmLƦƫAãŒ

³0ýƓ>*RCuiz�ǑDŵ¼đ»7R?B

Ƅơ?ÀĭBèƈ�řŲƂOQÂº5SB~x

i�saơƤƩB=¾ŴŸBƯď5SRCżƋ

B»QƥIS:uiz�ǑDa-ndv[��

�ƤƩi�saơ(a-TTP)4)BO;=Ɵ«5SB

a-ndv[���U£¤ŘBƊƺƤƩ6BĢų
ŘBD VLDLBŴJƥI8RCndn~\q�
�A@Ca-ndv[����ØCuiz�Ǒ

Àě�DżƋ¨>�ğ,;ŀ6B9Cø�ƞ5

SR?čå5S=HRCù;=Bg-ndn~\

q��Md-ndn~\q��DżƋ�ØCŴ

ŸB¬ư7Rƶ0éA2BŲƂ¨CłòLH?

V@ī©>1AHC9SN-B¤ũƙƨ6:O

,BBŗ0Vą±ĩ0Ĥ÷>1=Lŵ¼Ć�

>DBi�ckn?ARŴŸB�â��Cłò

C�-ndv[���Mndn~\q��ǅU
»QƥI8R�0©ħAHC9SN-Bŉ«A

ƤƩegl{0ýƓ?ARC94>B�-ndv
[���ŭCŐŎĸĀňơUƤƩ7RrY^

ĮƃűĦUƹŗ7R�>BŲƂ¨ëăƩư0Ə

-SE0VĶŖBŔĤŘA±ĩUL:m7�

0Ĥ÷>1RC�ñòD�-ndv[���Áģ
oq~xh�{U�ƒ6ByZgêǀƅOQĆ

�6�¨ªðGCŵğŘ×³B<H=šūU

Ə,�B6:C 
 

2. šūĚķ 
(1) �-ndv[���Áģoq~xh�{C�
�ƒ 
� �ÉDB~xh�{ůĞ�ƒƑŹ

Mini-Extruder (Avnati Poloar Lipids, INC.)U
ŒH=B~xh�{�ƒUƛJ:CEgg-PCU
100%\iq��BľƕøBN2�B=ƛǊŮÖ

B�Í58:øBĿƌļCŐŎǆÔĵU°-B

Egg-PCCŞƣŨĽò>*R 27�Bƚâ6:h
pb�i7UŒH=ªĔ58:C4SUd�n

���Œ?6:C�ĚB�-ndv[���Áģ
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~xh�{CÓ¿DBEgg-PCU 100%\iq
��B=ľƕ7RƽB�-ndv[���LÀ
ğBĺ°6BøDd�n���Œ?ÀĭCĚķ

B=�ƒUƏ;:C�ƒ6:~xh�{ľĹU

Mini-ExtruderB¥SB100nmŒ|�w��B
11Éƪ6=BŰÞöUÏ�³6:C 
 

(2) �-ndv[���Áģ~xh�{CyZ�
gêǀƅĆ�BOR�¨ªðB<H=�

)ƭ�.-2.�3ƾyZg
�´U(Ĝƺ�¡ǇžøB

�Ƶï0AHO,BİCźBª3:C�

9 �LĆ�6AHź���	�
� Ć� 
� ªøBƕ®7Ræņź�
���/	�
� Ć� 
� ªøBƕ®7RãǊź�
���0	�
< Ć�ǍğƺøBƕ®7Ræņź��4�/	�
  Ć� � ğƺøBƕ®7RãǊź��4�0	�
> Ć� 	 ğƺøBƕ®7Ræņź�	4�/	�
" Ć� 	 ğƺøBƕ®7RãǊź�	4�0	�
# Ć� ( ğƺøBƕ®7Ræņź�(4�/	�
A Ć� ( ğƺøBƕ®7RãǊź�(4�0	�
A.B� ź?¾ğƺCæņźD�ź 
 ´?6Bã

ǊźD�ź ( ´?6:C�

ãǊ9CĚķBOQ�ƒ6:��ndv[���

Áģ~xh�{U��ndv[���ƶ?6=B

��(µg/g BWBARO,BêǀƅOQĆ�6:C
æņźBD�-ndv[���0Áģ5S=HA
H~xh�{CJUĆ�6:CĆ�øBYhv�

}�ǌƴ�B=üƋċƎUƏHBƎĹUċ»B9

CøBƆBüƋBſBżƋBƇƋBŠ�ÄËƄŽB

Š�Lċ»6:CƎĹD 3,000rpm> 10ªƺƲü
ªƿUƏHBƎŁUú=B¾ŴŸ?§Buiz�

ECâƶªĨI>-80�B=�Ů6:Cuiz� E
CâƶªĨD uedamCĚķ 5)UÑBªĨUƏ;:C 
 
3. Ŷĩ.OcŻå 

1) �-ndv[���Áģ~xh�{¹cd�
n���~xh�{CŰÞöB<H= 

Ì 1 Bd�n���~xh�{UBÌ 2 B�-
ndv[���Áģ~xh�{CŰÞCǄû

Ƹ�>CŔ¢UŤ6:C 

 
(gb��ǐ5µm) 

Ì 1.d�n���~xh�{ 
 

 
� � � � � � � � � � (gb��ǐ5µm) 
Ì 2. �-ndv[���Áģ~xh�{ 
 
Ŕ¢LmDōõ0õā5S=HR0B 
ŰÞöBEm<10ƔmSBI:B100nmOQ 
Ú1H�0čå5S:C 
 

2) yZgƎ��-ndv[���CŵğŘ×³ 
Ì 3 BD�-ndv[���Áģ~xh�{U

yZgêǀƅOQĆ�6:ƽCƎ��-ndv[
���łòC×²B<H=Ť6:CĆ� 30 ªø
>�-ndv[���łòD�ĝ6:LCCB9C
øCƎ�łòDŷĉ5S:II>*;:C4CŶ

ĩDêǀƅĆ�0ĲŢBƏTS=HAH½ƃĀ

UŤÈ6=HRC�øDByZgǀƅĆ�B<H

=C5mARīƘ0ýƓ>*R?ÿTSRC 
 

 
� Ì 3. Ǝ��-ndv[���łòCŵğŘ×³ 

 
4. 1	 ñòC�â 
1	 ñòD��ndv[���Áģoq~xh

�{UÏ�B�ā6BI:yZgGCêǀƅĆ

�B<H=5mARīƘUƮh=H1:H?�

Ż-=HRC�

�

�¸ŻĖŊ��
1) Sun W, Xu W, Liu H, Wang Q, Zhou J, Dong F and Chen 

B. J Nutr. Biochem., 20, 276-284 2009. 
2) Samant GV, Wali VB and Sylvester PW. Cell Prolif. 43, 

77-83, 2010 
3) Wada S, Satomi Y, Murakoshi M, Noguchi N, Yoshikawa 

T and Nishino H. Cancer Lett., 229, 181-191, 2005. 
4) Hosomi A, Arita M, Sato Y, Kiyose C, Ueda T, Igarashi O, 

Arai H and Inoue K. A FEBS Lett. 409, 105-108, 1997. 
�5) Ueda T and Igarashi O. J.Micromutr.Anal., 7, 79-96, 1990 
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�ēĬåÕ#¯�5NQī§�Č#25ÈŁ�³ø$Ŭĕ 
 

Ąq� ý 

Ģ¦²³Ĥ¥© éŶč�Ĥ©Ĥ ÒÍ 

 
 

1.!ĻÝ Ěė 
D`CfdåÕ%��e��õ�40TK@

dĩ�$�Ď#���$Ÿ�čvŢ�À8č�

���ē��Ź?LfLaĩź�»Ã¤Ĥ�ŦŹr

³nÅ�L:KD]f=AFTdIfĩź��}÷

Ĕ�ŦŹr³Ęľź��3# DDS($¿Ď�¶¸
�Ņ76��5[1-3]�DDS$�Ŧ�%�D`Cf
d$ôvŝşÀ�2'ń�ŝşÀ/ťŋ"îĽ

8É���5[1]����D`CfdåÕ%��$
Ÿ�čvŢ�À1#�Ňű#¾čć�Ķñ�0

���S;>V:aZ8»Ã��ÂçĒ$h� 

/"5��$�.�Ÿ�È¾čćùÀ8á���

�ÈŁ�$Ă�$�ŮÀ�"���6�ÈŁÌĳ

À8á�5D`CfdåÕ$Ŭĕ�ö.36�

�5� 
äĝħ�%�È¾čćùÀ8á�5Ũ±8^<

�ć ���Īz"�ú�Č#24D`CfdĿ

#»Ã���È¾čćùÀ �$ÌĳÀ��2'

ĿŝşÀ$ĴÌ�â¼��5ÈŁÀD`Cfd

Įå$Ŭĕ8Ěė ���Û·¹%�µÿ�$^

<ĮĂû�ĞŤũõĂû($DdWa" 2-stepú
ă�Č� AgI/D`CfdĿ8wŉ����$ÈŁ
ùÀ{%�Ÿ�ĺmÀ�2'ĺŤÀ8ġ��îë

ėº¹/ã�ČĿ £��"����,��AgI/
D`CfdĿ$ćŗŝşĈÀ/�ÈŁŇű�Č½

�
��/ã�ČĿ�3 20%ĥ¹$uj#ï.
5� �����±·¹%�AgI/D`CfdĿ�
ĜŁ#%ùÀ8ġ�"���� �3�Ö�# Cu
8°��� CuI/D`CfdĿ8wÃ���$ĈÀ
8őy��� 
 
2.!ĝħ×ø 
2.1� Ag�2' Cu�ČD`CfdĿ$ŕŉ 
� D`CfdĿŹ50×50 mm, ASONEź8 I2-KIĂ
û(I2: 0.15 M�KI: 3.3 M)# 6 h úă½�0.25 M-
AgNO3Ăû# 12 h�
5�% 0.5 M-CuSO4Ăû#

24 húă��AgI/D`CfdĿ�2' CuI/D`C
fdĿ8ŕŉ��� 
 
2.2� ÈŁùÀőy 
� Escherichia coli NBRC 3306, Staphylococcus 
aureus NBRC13276, Saccharomyces cerevisiae NBRC 
1060, Aspergillus niger NBRC 4067, Rhizopus 

stolonifer NBRC 47818xŒŁ ��Ď�����
�%įŁ $óŚ$�.#�ĜŁ/ JIS Z 2801[4]
#ā��AgI/D`CfdĿ�2'CuI/D`Cfd
Ŀ$ÈŁùÀ{8ö.�� 
 
2.3� �©ėº¹�SEMō®�2'ĺmÀŒŷ 
� ŕŉ��CuI/D`CfdĿ$¿�h&�-Þĵ
24\dBĊ8ö.�Ŀ$�©ėº¹8őy��� 
� CuI/D`CfdĿ$Ňűō®%�ŘèŰ§ų¾
ūŹSEM: gÙĨR;LAQcEfG, SU 9000ź
#24Ņ��� 
� ,��CuI/D`CfdĿ$ĺmÀ%�FMYK
?f�Č(60 s)8 10�ķ4ś��½�2.2$×ø�
ÈŁùÀ8őy��� 
 
2.4� Ă�ŧ$Āª 
� ĭõl# CuI/D`CfdĿ8úă��YBPJ
KAFHf_f�ÐÊ���24 h ,�Ă� Cu2+8

Āª��� 
�  
3.!ıæ�2'Ĺ® 
3.1� CuI/D`CfdĿ$ŕŉ 

Fig. 1 #^<Į�Č����ğŤŪ�Č½$D
`CfdĿ$�Ĝ8ġ��D`CfdĿ$Ŀ�%

300 µm�
4�à�%�ŝÚ�
5�̂ <Į�Č

½�%�D`CfdĿ$ŀ�Ŋŀ#£����4�

Ŀl#^<Į�úŝeŃĦ���5� ���5�

�$½$ CuSO4�Č�%�Ŀ%Ėŀ "���CuI
%Ėŀ�
5� �3�CuI �D`CfdĿŇű
i#»Ã���5� �Îª�65� 

 
 
 

Fig. 1 CuI/D`CfdĿ$ŕŉ (A) ã�Č
$D`CfdĿ, (B) I2-KI Ăûúă½, (C) 
CuSO4Ăûúă½ 

 

(A) (B) (C)
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3.2� ÈŁùÀ 
Table 1 # CuI/D`CfdĿ$ÈŁùÀ{8ġ

��ÈŁùÀ{% 2ti�á� �ª�65�Ag/I
D`CfdĿ%įŁ#%�6�ùÀ8ġ���Ĝ

Ł#%��"��h×�CuI/D`CfdĿ%�ţ
ò�?U#¯��/ 2ti$ùÀ{8ġ��ÈĜ
ŁùÀ8ġ����3#įŁ#¯��/*+ 2t
i${8ġ���4�¶¸�ÈŁFXAMa8á

���5 Ŏ5�,��îëėFMbF�
5

FMYK?f�Č(60 s	 10)½�/�CuI/D`Cf
dĿ$ùÀ{%ĴÌ�6�� 

 
3.3� SEMō® 

Fig. 2# CuI/D`CfdĿ$ SEM �Ĝ8ġ��
Ė�CdM_FM�Ó 10 nm	200 nmĥ¹$ī§
$¨ �ĠŔ����ī§ŭ$řů%óŚė¸�

Ó 100 nmĥ¹
����� 
 

3.4� �©ėº¹ 
ã�ČĿ �ČĿ#���¿�h&�-Þĵ

#ð!´đ%"��\dBĊ8ö.�ıæ�ã�

ČĿ�% 7.9�1.2 MPa�Cu/D`CfdĿ�% 8.9
�1.1 MPa �
4�Ĳŏė#áÁ"´%"��� 
(P > 0.05)�������2step$ Cu�Č#25D
`CfdĿ$îëėº¹$£�%Ŕ.36"�

��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5� Ū$Ă�ŧ 
Fig. 3 # CuI/D`CfdĿ8�łďõ#úă�

ÐÊ �$Ă� Cuą¹$İÜ£�8ġ��Cuą
¹% 1 h�*+hª "���24 h½/Ă� Cu%
0.1 mg/Lĥ¹�
��� 
ċ ��č�~ě$�õŠõŗ¡ā��2'�Ŵ

��Ōê¡ā$þüŵÕõ$ŉŞ¡ā�#���

%�Ū$¡ā{%�# 1 ppmtj ª.36��
5�±�$ıæ�%��)�$Ă�Üŭ�Ūą¹

% 1 ppm24�"4u�{�
���CuI/D`C
fdĿ%�ĜŁ#/Ÿ�ÈŁùÀ8á��ĺmÀ

�2'uĂ�À/|�D`CfdåÕ�
5

� �ġ��6�� 
,��äĝħ�ġ��D`CfdĿ#¯�5È

Ł�Č×ø%�Ĉ�"ňĸ�kŋ��3#¬ÿ�

$«Ø��Ľ"úă�Č�
4�Ŀt¤$D`C

fdåÕ#¯��/ŢĎ��Ľ"Æø �5� 
 

4.!H29·¹$oª 
� CuI/D`CfdĿ$ÈŁĜŁùÀ824œį
#ŕ)5�.�ISO13629-1$M_dFV9fø
#āË�őy8Ņ�� 
� ÈŁÀŨ±NQī§$¾čćįļ($Ŝš#
���D[XcOdHdTAŗ8�Ď�5Ö�

"ÈŁÇņŬĕ$ìŐ8Ņ�� 
 

5. Ôĉ 
[1] Mashak, A., Azam, R., "Silicone polymers in 

controlled drug delivery systems: a review", Iran 
Polym. J., 18, pp. 279-295 (2009). 

[2] Shit, S.C., Pathik, S., "A review on silicone rubber", 
National Academy Science Letters, 36, pp. 355-365 
(2013). 

[3] Goveas, R., Puttipisitchet, O., Shrestha, B., 
Thaworanunta, S., Srithavaj, M. T., “Silicone nasal 
prosthesis retained by an intranasal stent: A clinical 
report”, The Journal of Prosthetic Dentistry, 108, pp. 
129-132 (2012). 

[4] JIS Z 2801: ÈŁ�³ŉ�eÈŁÀŒŷ×ø. 

AgI/����� CuI/�����
E. coli >6.0 >4.0
S. aureus >6.0 1.8
S. cerevisiae 0.5 >3.7
A. niger 0 2.3
R. stolonifer 0 2.5

���
	�
��

Table 1    	�
��

Fig. 2 CuI/D`CfdĿ$ SEM�Ĝ 
 

Fig. 3 CuI/D`CfdĿ�3$ Cu2+$Ă� 
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光線力学療法への展開応用を目指したフラーレン誘導体の構造と活性評価 

高村 岳樹 

神奈川工科大学応用化学科教授 
 

1. 背景と目的 
フラーレンやカーボンナノチューブは光による

増感作用を利用した薬理作用や，それ自身の薬物

輸送担体として着目されている。しかしながら、

それ自身は生理的条件では溶解せず，生体内の局

所伝達は極めて困難である。そのため，水溶性を

確保しつつ，薬理作用を示す新規炭素ナノマテリ

アルを提案することが本研究の目的である。本研

究では、とくに、フラーレンに「DNA に共有結合

できる化合物」を結合させ、DNA の近傍にフラー

レンを配置させたのちに、光増感作用を施し DNA

を高効率で切断させ、標的細胞を死滅させること

を狙っている。またフラーレン等のナノ構造物質

の局所輸送を可能とするタンパク質性ナノカプ

セルであるシャペロニン変異体を用いた合成し

たフラーレンのシャペロニンカプセルへ内包化

と核への局所送達を検討する。タンパク質を用い

たナノマテリアル輸送はこれまでに報告例はな

く、今後、病巣などへの局所伝達実現に向け、新

たな内包薬剤の開発、生体（細胞、個体）におけ

るカプセルの動態（局在、内包物の放出）を明ら

かにすることを目的とする。とくに本研究では、

まずフラーレンに DNA結合性化合物であるソラレ

ンを結合した化合物１の合成をおこなった。本化

合物 1は、光照射下において活性酸素の発生が確

認されたが，同様の条件で光照射時においも 0.2 

μM の濃度では細胞障害性が確認されなかった。

これは化合物自身の水溶性が低いことに起因す

ることが推定されたため、水溶性の官能基を有し

た化合物 2について合成を行い、活性酸素の発生

能力、細胞障害性について検討を行った。その結

果、合成した化合物２は一重項酸素の発生量が他

のフラーレン化合物と比較して、低いことがわか

った。フラーレンからの活性酸素発生は、フラー

レン自身の構造に由来するものであり、今回合成

した化合物と他のフラーレン誘導体のフラーレ

ン部位による差異はほぼないことを考えると、化

合物 2中のフェノール基の存在による一重項酸素

の吸収も考慮に入れる必要があることがわかっ

た。そこで、今回フェノール基を有さない、化合

物３の合成を試みた。 

 

2. 研究方法 
通常のフラーレン誘導体の合成方法に基づき，対

応するグリシネート体を合成し，それをアルデヒ

ドと反応させる方法論を用いた。 
 

3. 結果および考察 
化合物３の合成は以下のように行った。まずメト

キシソラレンを脱メチル化後、ブロモブタンを用

いて、ソラレンからアルキル鎖を伸張し、得られ

たソラレン－ブロモブタン誘導体をアミノ体へ

と置換し、アミノ酢酸エチル誘導体へ変換し、最

終的にフラーレンと結合させるルートで検討し

た。まず、化合物４にジブロモブタンを反応させ、

得られた化合物５について、グリシンのエステル

体との反応を試みたが、メチルエステル体および

ブチルエステル体のいずれにおいても生成物を

得ることができなかった。そこで、ブロモ体を一

度、アジド 7 に変換し、さらにアミノ体８に変換

 
図１： 化合物１、２および３の化学構造 
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するルートを検討した。化合物６から７への変換

は DMF/水溶媒中、アジ化ナトリウムを作用させる

ことで、効率よく反応が進行した。アジドの還元

は NaBH4 や Pd/H2 を用いた場合では目的化合物を

得ることができず、トリフェニルフォスフィンに

よるシュタウディンガー反応により得ることが

できた。得られたアミノ体はブロモ酢酸メチルを

反応させ、目的とする化合物６を得ることができ

た。しかしながら得られた化合物６は少量であっ

たため、別途合成ルートの検討を行うこととした。

別ルートとして、市販の BOC 保護したブロモプロ

ピルアミンをもちいて、検討をおこなった。ヒド

ロシキソラレンに炭酸カリウム存在下で BOC保護

のブロモプロピルアミンと反応させた。その後

BOC 基は TFA により脱保護させた。得られた誘導

体９はさらにブロモ酢酸メチルと反応させ、化合

物 10 を得ることができた。しかしながら得られ

た、化合物 10 を用いてフラーレンとの反応を試

みたが、この反応は進行しなかった。今後、反応

しなかった原因を探るとともに新たなルートに

よる反応を計画する。 

 
4. H29年度の予定 

 

今回，合成ができなかったため，さらに別ルー

トの合成をおこなう予定である。また現有の化合

物については，生物試験を含めたＤＮＡ損傷試験

を現在計画中である 
 
。 

 
図３ フラーレン誘導体の合成ルート 

 
図２ ソラレングリシネート体の合成ルート 
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高臨場感仮想空間での標的分子の設計システムの研究 
- 設計支援ユーザインタフェースの構築 - 

上平 員丈 

神奈川工科大学 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 教授 
 

1. 背景と目的 
本研究課題では、薬物分子の設計などにおいて、

だれでも簡単に利用できる分子モデルのシミュ

レーションツールの実現を目的とし、バーチャル

リアリティ(VR)技術を用いて高臨場感仮想空間

でシミュレーション結果を人間サイズで３次元

的に可視化できる設計支援ユーザインタフェー

スを検討する。特に、表示対象に触れながら操作

ができるインタラクティブ性を備え、直感的な理

解や操作が可能なユーザインタフェースの実現

を目指す。 
H28 年度は、没入型ヘッドマウントディスプレ

イ（HMD）に分子モデルを３DCG 表示するプロ

グラムを作成して、その中で簡易型の操作インタ

フェースを実装した。この作成した仮想空間内の

インタフェースの動作、操作性について調べ、H29
年度以降の直感的インタフェース実装時の検討

課題を調べることを目的とした。 
 

2. 研究方法 
 没入型HMDとしてHTC社製VIVEを用いた。

この HMD は 2160x1200 画素で視野角 110 度の

高精細・広視野ディスプレイを備えている。また、

手にもって使用するコントローラが２つ付属し

ており、仮想空間内の操作を行うことができる

（図 1）。 
 

 
図 1. 使用した HMD  

（手にもっているのがコントローラ） 
 

 表示プログラムは、Unity Technologies 社製の

仮想空間構築ソフト Unity3D で作成した。読込

みデータとして Protein Data Bank（たんぱく質

構造データバンク：PDB）の構造データファイル

を用いて、HMD 内に分子モデルを 3DCG として

表示するプログラムを作成した。 
 プログラムでは、分子の選択操作、分子モデル

の回転移動、モデル表現の変更などを行えるよう

にした（図 2）。 

 
図 2. コントローラ操作 

 

3. 結果および考察 
(1)アイコン型メニュー 

操作に関するメニュー類は仮想空間上にアイ

コンとして表示させるインタフェースとした。手

に持ったコントローラと連動する CG モデル（コ

ントローラモデル）を仮想空間内に設定して、こ

こから指示用の線を出して、その指示線を動かす

ことでメニューを選択することができる。（図 3） 

 
図 3. メニューアイコンと指示線（緑の線） 

 
(2) PDB ファイルの選択と読込み 
 PDB サイト（https://www.rcsb.org/pdb/）から PC
にダウンロードした蛋白質分子構造データファ

イルを，仮想空間内のファイル選択画面から選択

するようにした（図 4）．指定されたデータが読込
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まれ、解析処理の後、3 次元モデルが空間に表示

される。モデルが複雑な場合は表示までに時間が

かかるが、その場合は処理中であることを示す画

像を表示した。 
 

  
図 4. PDB ファイルの選択と表示の様子 

 
(3)分子の選択・把握 

コントローラの先から表示される指示線を分

子内の原子に当てると原子名が表示される（図 4）。
また、コントローラボタンを押すと操作対象の分

子を選択できて、分子を掴んで動かすことができ

るようにした。 
 

(4)分子モデルの回転・移動・拡大縮小 
 表示した分子モデルを回転・移動・拡大縮小で

きるようにした。これらの操作は、メニューから

操作を選択する方法と、コントローラのダイアル

を回すことで回転量等を変える方法を用意した。

（図 5，6） 
 

  
図 5. 回転移動のメニューとダイアル操作 

 

  
図 6. モデルの操作例（拡大・縮小） 

 
(5) 分子の表現形状の変更 
 分子モデルの表現形状を変更できるようにし

た。原子の形状としてボールやドット，スティッ

クなどを、またリボンやチューブ形状での表示な

どを可能としている。これらの形状変更は、対象

となる分子モデルを選択したのち，メニューから

形状を選ぶことで実行されるようにした。（図 7） 
 

 
図 7. モデルの形状変更メニューと形状例 

 
(6)考察 
 今回のインタフェースは、3 次元空間内のモデ

ルやメニューを、空間内の指示線で選択して、手

で持ったコントローラで操作するものである。こ

れは、仮想空間のインタフェースとして一般的な

ものであり、比較的広く利用されている。 
 研究プロジェクトメンバー等の複数名に使用

してもらったところ、比較的短時間で操作に慣れ

ることがわかった。特に回転・移動・拡大縮小操

作は直感的であるとの感想であった。一方で、

PDB データの選択、形状変更操作等は難しかった

が、これらは 3 次元空間内でメニュー表示や選択

操作をする必要性がないことを考慮するとイン

タフェース面で検討が必要と考える。 
 
4. H29 年度の予定 

没入型ディスプレイとして、マルチスクリーン

型と今回の HMD の双方で、表示された分子モデ

ルを移動、加工できるインタラクションシステム

を作成する。ユーザインタフェースについては

H27、28 年度の研究成果を反映していく予定であ

る。特に、ユーザの手の動きを取得して操作に反

映する直感的インタフェースの導入をめざす。ま

た、我々は通常の 3 次元ディスプレイ用にユーザ

の身体運動から知覚奥行を精度よく求める方法

を開発したが[1]、この方法の適用可能性について

も検討する。 
 
5.文献 

[1] Masahiro Suzuki and Kazutake Uehira, “New 
technique of obtaining visually perceived positions of 
3-D images using movements of users’ bodies”, 
Displays, Vol. 42, pp. 19-24, 2016 
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分子設計への仮想空間技術応用 
- 標的分子の設計支援 - 

井上 哲理 

神奈川工科大学 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 教授 
 

1. 背景と目的 
今日バーチャルリアリティ（VR）技術の発展に

ともない，さまざまな分野への応用が提案されて

いる．本研究は，VR 技術のひとつである仮想空

間表現をバイオ機能材料創出の支援に応用する

ことをめざしたものである．具体的には，没入型

ディスプレイで，分子モデルを人間サイズで表示

して，標的分子の設計を直感的に行えるシステム

の開発を目的としている．そのための分子モデル

の表現方法やデータ変換，3 次元 CG 処理の高㏿

化ならびにデータ共有について研究を行う． 
H27 年度は，市販の CG ソフトウェアを複数種

類用いて，蛋白質構㐀データバンク PDB（Protein 
Data Bank：http://www.rcsb.org/）の構㐀データか

ら 3 次元 CG モデルデータを生成して，マルチス

クリーン型立体ディスプレイ（CAVE）への表示

を行った．人間サイズの表示は可能であったが，

分子構㐀が複雑な高分子ではデータ変換に時間

がかかり，表示ができないなどの課題もわかった． 
H28 年度は，本研究プロジェクトでも扱う，構

㐀が複雑な分子モデルの表示を高㏿化する方法

を検討して，プログラムを作成して，没入型ディ

スプレイに表示を行う．作成プログラムの実行状

況から，表示に関する課題を抽出して，H29 年度

以降のインタラクションシステム構築時の検討

課題を調べることを目的とした． 
 

2. 研究方法 
(1)表示用プログラム 

PDB の構㐀データを読込み，没入型ディスプレ

イへ表示するプログラムを作成した．プログラム

はデータ変換部と空間表示部から成る．（図 1） 

プロテイン
データベース

（PDB）
データ変換
PDB->3DCG

空間表示
プログラム

没入型HMD

マルチスクリーン
立体ディスプレイ

（CAVE)

＋

 
図 1 分子モデル 3D 表示の流れ 

 

プログラムは Unity Technologies 社製の仮想

空間構築ソフト Unity3D で作成した．データ変

換部は PDB 構㐀データから 3 次元 CG モデル描

画用データを生成する．空間表示部は CG モデル

データをもとに没入型ディスプレイへの 3次元空

間描画を行う．没入型ディスプレイとして，マル

チスクリーン型立体ディスプレイ（CAVE）とヘ

ッドマウントディスプレイ（HMD）に表示を行

う．HMD には HTC 社製 VIVE を用いた．なお，

今回は操作インタフェース処理の関係でディス

プレイ毎にプログラムを作成した． 
 
(2)モデル表示 –ポイントスプライト処理 
 通常，3 次元 CG では形状モデルをポリゴン処

理により描画・表示する場合が多い．H27 年度で

は市販ソフトウェアで分子構㐀の原子をポリゴ

ンに基づく球体やリボン状に表現した．しかし，

この加工処理では，１つの原子の描画に時間がか

かり，また記憶領域も多く必要なため，結果とし

て多数の原子で構成される分子モデルを描画す

ることができなかった． 
そこで，今回のプログラムでは分子モデルの表

示加工処理にポイントスプライト処理を用いた．

ポイントスプライトとは，3 次元 CG での“点”

にテクスチャをマッピングする機能である．この

処理により，多数の原子モデルを高㏿に描画・表

示することが期待できる． 
 
(3)ヘッドトラッキング処理 
 本年度のプログラムでは，表示処理にヘッドト

ラッキング処理を組み込んだ．これはユーザ（観

察者）の頭部の動きを計測して，３DCG 描画の

視点位置と同期させる処理である．これにより，

ユーザは比較的自由に動くことができて，また自

然な立体映像の表示が期待できる．CAVE ディス

プレイでは，3D メガネに位置センサを取り付け

て，頭部運動を計測した．（図２） 

   
図 2. ヘッドトラッキング用位置センサ 

 

13



 
  
 

 

3. 結果および考察 
(1)高分子モデルの表示 
 分子構㐀が複雑な高分子モデルの表示を試み

た．CAVEディスプレイ，HMDでの表示例を図 3，
４に示す．いずれのディスプレイでも表示が可能

であり，回転・移動・拡大縮小の操作もスムーズ

に実行できた．図 3，4 に表示されている分子（PDB 
ID:4V4O）は H27 年度の処理では変換・表示がで

きなかったものであり，今年度採用した描画高㏿

化処理が有効なことがわかった． 
 

 
図 3. 高分子蛋白質の CAVE 表示例（V4VO） 

 

 
図 4. 高分子蛋白質の HMD 表示例（V4VO） 

 
(2)ヘッドトラッキングの効果 
 今年度，CAVE ディスプレイ表示では，ヘッド

トラッキング機能を追加した．図 5 に示すように

ユーザ（観察者）の動きに合わせて描画がかわっ

ていることがわかる．この機能があると，無い場

合と比較して，特に手元近くでの立体感が増すこ

とがわかった． 

  
図 5. ヘッドトラッキング機能により描画状況 

 

(3)分子モデルの表現形式 
 分子モデルの表現形式を複数用意した．例えば， 
原子の表現ではドット，ボール，スティックなど，

また分子モデル全体をリボン形状やチューブ形

状で表現可能とした．図 6 に例を示す．形状を変

えた際に処理時間がかかる場合もあったので，処

理の見直しを行う予定である． 
 

  
図 6. 分子モデルの表現形式の違い 

 
(4)分子モデルのグループ色付け 
 分子モデルの表現では，原子の種類，残基など

分子内の関連するグループ毎に色を分ける機能

を付けた．（図 7） 
 

  
図 7. 分子内のグループによる色分け 

 
(5)まとめ 
 今年度は，データ変換と空間表示を行えるプロ

グラムを作成した．空間表示プログラムでは，表

示の高㏿化とヘッドトラッキングよる立体感向

上をめざした．実行結果からは，H27 年度には表

示ができなかった高分子蛋白質の表示が実行で

きた．また，CAVE ディスプレイでは立体感向上

が確認できた．一方で，複数の分子モデルを表示

させる機能も持たせたが，分子モデル同士が重な

り，操作対象モデルの指定が難しいなど，分子モ

デルの加工操作用の表示には課題も確認された． 
 
4. H29 年度の予定 

没入型ディスプレイで表示された分子モデル

を移動，加工できるインタラクションシステムの

プログラムを試作する．その中で H27，28 年度の

結果を反映したユーザの手の動きの取得、モデル

への高㏿な反映について最適化を行う。また操作

性についてはバイオ系の研究者と共同で開発を

行う． 
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微小な固体群が液体の流れで搬送される現象の数値計算シミュレーション 
服部 元史 

神奈川工科大学情報メディア学科教授 
 

1. 背景と目的 
液体の流れを数値計算でシミュレーションし

て CG 可視化しながら解析・検討するにあたり，

流体運動を表す Navier-Stokes 偏微分方程式を離

散化して数値計算する必要がある． 
Navier-Stokes 偏微分方程式を空間的に離散化す

る手法として，有限差分法 FDM・有限体積法

FVM・有限要素法 FEM などの「抽象的な流速の

場を数値計算する諸手法」よりも，「流体粒子たち

の移動という物理的な直観に依拠して 流れとい

う運動を分かり易く解釈できる」粒子法 Moving 
Particle Simulation に著者は注目し，Navier-Stokes
偏微分方程式に対して蓄積された数学理論の立

場から，粒子法 MPS を検討する研究を実施して

来た． 
このように研究・検討を実施して来た粒子法

MPS を改良して，「微小な固体群が液体の流れで搬

送される現象」を効果的に数値計算できることを

可能とし，物理的な実験結果と比較できるように

する事を本研究の目的としている． 
 

2. 研究方法 
微小な固体群が液体の流れで搬送される現象

を粒子法 MPS と個別要素法 Discrete Element 
Method との連成で数値計算する． 

流体粒子たち( fluid particles )で液体を空間離

散化する．流体粒子は質量と位置(X 座標, Y 座

標, Z 座標)だけを有している．従って流体粒子は

姿勢を表現する回転角度( rall, pitch, yaw )の情

報は有さない．一種の計算点として流体粒子は

モデル化されている． 
微小な固体群を個別要素たち( discrete 

elements )でモデル化する．質量と位置(X 座標, 
Y 座標,Z 座標)と共に姿勢を表現する回転角度

( rall, pitch, yaw )の情報も個別要素は有してい

る． 
 
2-1. 液体の運動をモデル化する 

時刻 t で位置 r に居る流体粒子の速さを v(t,r)
で表す．圧力を p(t,r) で表し，質量密度をρ(t,r)
で表す．流体の運動は 

𝐷𝒓
𝐷𝑡

= 𝒗                (𝟏)         
𝜌 𝐷𝒗

𝐷𝑡
= −∇𝑝 + 𝜇∇2𝒗 + 𝒇   (𝟐)  

で表され，流体の質量保存は 
𝐷𝜌
𝐷𝑡

+ 𝜌∇ ∙ 𝒗 = 0   (3) 
で表される．ここで， 

空間変数  𝒓 = (𝑟x, 𝑟𝑦, 𝑟𝑧) による空間偏微分を表

す作用素として ∇ は 

∇ = ( 𝜕𝑟x, 𝜕𝑟y, 𝜕𝑟𝑧 )    (4) 
のように定義されている． 

 

2-2. 微小な固体群の運動をモデル化する 

 時刻 t で位置 q に居る個別要素の速度を

u(t,q)で表す．ひとつの個別要素の質量を mで
表す．それぞれの個別要素の運動は 

𝐷𝒒
𝐷𝑡

= 𝒖  (𝟓)   

𝑚
𝐷𝒖
𝐷𝑡

= 𝑭pressure + 𝑭damp  (6) 
で表される．ここで，液体の圧力の空間的な勾

配が個別要素に与える力を F pressure で表し

ており 

𝑭pressure = (−1)(Constant)∇𝑝  (7) 
とモデル化している．個別要素が液体から受け

る抵抗力を F damp で表しており，液体の速度 

v から個別要素の速度 u を差し引いた v – u 
の norm の 2乗に比例する大きさを持つ力 

𝑭damp = (Constant)|𝒗 − 𝒖|(𝒗 − 𝒖)  (8) 
としてモデル化している． 

 

2-3. 液体の圧力を数値計算する 

時刻 t で位置 r に居る流体粒子の圧力を p(t,r) 
を粒子法 MPSで数値計算するにあたり，下記の

ように陰解法 MPSと陽解法 MPSと 2種類の手法

がある． 

液体の運動を非圧縮な流れとして数学的に近

似すれば，Poisson偏微分方程式 

∇2𝑝(𝑡, 𝒓) = −
𝜌0

(∆𝑡)2

𝜌(𝑡, 𝒓) − 𝜌0
𝜌0

  (𝟗) 

を求解して圧力 p(t,r) を得る．ここで，液体の

平均的な質量密度を定数 ρ0 で表している．こ

のように Poisson偏微分方程式を求解して圧力

p(t,r) を得る数値計算法は，陰解法 MPS と呼ば

れる． 
 液体の運動を圧縮な流れのまま物理的に考え

れば，状態方程式 
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𝑝(𝑡, 𝒓) = 𝑐2𝜌0
𝜌(𝑡, 𝒓) − 𝜌0

𝜌0
  (𝟏𝟎) 

によって圧力 p(t,r) を得る．ここで液体の音速

を c で表している．このように状態方程式から

圧力 p(t,r) を得る数値計算法は，陽解法 MPS と

呼ばれる． 

 

3. 結果および考察 
流体粒子( fluid particle )達で液体を空間離散化

し 微小な固体群を個別要素 ( discrete  element )
達でモデル化したうえで，粒子法 MPS で数値計

算シミュレーションを実施している．それら数値

計算の結果の一例を可視化して図に示す．これら

の図において，流体粒子( fluid particle )は白色で描

画され，個別要素( discrete element )は赤色で描画

されている． 
 

 
図 1 : 陰解法 MPS 流体粒子(白色)と個別粒子 

(赤色)の質量密度が等しい場合 
 

 
図 2 : 陰解法 MPS 流体粒子(白色)と個別粒子 

(赤色)の質量密度の比が 1:10 の場合 
 

 
図 3 : 陽解法 MPS 流体粒子(白色)と個別粒子 

(赤色)の質量密度が等しい場合 
 

 
図 4 : 陽解法 MPS 流体粒子(白色)と個別粒子 

(赤色)の質量密度の比が 1:10 の場合 
 
陰解法 MPS で数値計算した結果と陽解法 MPS

で数値計算した結果は殆ど同様な結果が得られ

る．陰解法 MPS で Poisson 偏微分方程式を求解す

る計算は，陽解法 MPS で状態方程式を計算する

よりも遥かに計算コストを要する．それにもかか

わらず Courant 条件を満たすための sampling time 
Δt については，陰解法 MPS の方が陽解法 MPS
よりも大きく設定することが可能であるため，

total な計算時間は殆ど同じに成っている． 
しかしながら，微小な固体群を搬送する液体が

流れて行く管の形状が複雑に成れば，陰解法 MPS
で Poisson 偏微分方程式を求解する計算コストは

膨大に成り，余りにも複雑な形状の管では Poisson
偏微分方程式を求解でき無い場合も想定される．

この理由から，陰解法 MPS と陽解法 MPS の双方

を今後とも検討して行く必要がある． 
液体粒子の質量密度と個別要素の質量密度の

比を変化させると，数値計算の結果は大きく異な

っている． 
 

4. H29 年度の予定 
 
流体領域が分離と融合とを繰り返すような 複

雑に大変形する流体現象を粒子法 MPS は数値計

算する事ができる．この数値計算シミュレーショ

ンの大域的な時間領域を 流体領域の topology が

一定である局所的な時間領域に分割すれば，それ

ぞれの局所的な時間領域においては  Navier-
Stokes 偏微分方程式に関する現行の数学理論で 
粒子法 MPS による数値計算を理論保証できる事

を平成 28 年度に探求した． 
「微小な固体群が液体の流れで搬送される現

象」を本稿に記した方針で粒子法 MPS で数値計

算した結果も Navier-Stokes 偏微分方程式の数学

理論から保証できるよう，計算手法と数学理論と

双方の研究を進めて行く．特に液体の圧力を数値

計算する方法へ理論的な保証を強化する事で，粒

子法 MPS そのものを改善する糸口が得られるも

のと期待している． 
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