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U±eǈǉ^AEĢƀėĆ(ƺŒ$�(ē§ëğƚ 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 

 

ƍƿƶÖY\×ň�6+Y\ƶÖũÍ(ƢƦ÷�$�" 
LhdpZq=Ŋ��ćƓõƅôƌ(ƺŒ 

ľ�� ĵ 

ŝÌ×ØşËÎĜǃŉ¹şÎşĂý 
 

1. žĐ$ŗŔ 
ŁĢY\ėĆ(ƍƿ×ň'69«ŐŪėĆ,

(õƅıë�yĈį(ƺŒ��6+Qq_HƟY

\FcPn#�9LhdpZq=Y\ƶÖũÍ

(ƢƦ÷�$�"Ŋ��ć�&õƅôƌ(ƺŒ

=Ɯ1�� 
 

2. ƍƿƶÖY\×ň [1] 
LmJ±qėĆ)¼�rÒ¼�ī½84_TG

qŦ#(�Ŋ'¤���(ǅ�ŉ�Ư¶ë=ŉ�

��«Ő¼�ǆFU±UnŦǇ�áðÉş�ƴǆ�

Ø|ò�U@TLj±DHN_qR±ŦǇ�¢�

Įő�ƴǆ�ØŕƂǇ��7' DDS,(êŊ�Ü
Þ�Ƌ<:"�9[2-4]�DDS(�ƴ#)�LmJ
±q(Ī�Ƨƫë�6+Ɗ Ƨƫë3Ƴƒ&Ģ

ƀ=÷ "�9[2]����LmJ±qėĆ)��
(ǅ�ŉ�Ư¶ë5�'�ƍƿ'çŉł�Ÿĥ�

4���^AEa@nf=áð��íĚŏ(u¾

$3&9��(�2�ǅ�õçŉłıë=ē��

�!õƅ (ļ�(®Ƽë�&���:�õƅû

ųë=ē�9LmJ±qėĆ(ƺŒ�Ĭ27:

"�9� 
ĖŚţ#)�õçŉłıë=ē�9ƶÖY\ũ

Í=ÛĹÛ¿'��9Ũ�& 2NUTc(·Ĳ×
ň'68LmJ±qƃƍƿ'áð���õçŉł

ıë$�(ûųërŽ{ë��6+ƃƧƫë(Ŵ

û�Ĕä#�9õƅëLmJ±qŭė(ƺŒ=

ŗŔ$����

�

2.1. ŚţĈį 
a) Ag�6+ Cu×ňLmJ±qƃ(ƞƏ 
� LmJ±qƃǆƃ¯ǉ 300 µm, ASONEǇ= I2-KI
ļĳ(I2: 0.15 M�KI: 3.3 M)' 6 h ĲĽå�0.25 
M-AgNO3ļĳ' 12 h��9�) 0.5 M-CuSO4ļĳ

' 24 hĲĽ��AgI/LmJ±qƃ�6+ CuI/Lm
J±qƃ=ƞƏ��� 
b) õƅıëƛ� 
� Escherichia coli NBRC 3306, Staphylococcus 
aureus NBRC13276, Saccharomyces cerevisiae 
NBRC 1060, Aspergillus niger NBRC 4067, Rhizopus 
stolonifer NBRC 4781=�Ɯƅ$�"Ŋ�����
#)Ůƅ$(ĩơ(�2'�řƅ3 JIS Z 2801[5]
'Ļ�"AgI/LmJ±qƃ�6+CuI/LmJ±q

ƃ(õƅıë�=Ĭ2� 
c) £ÎŔàß�SEMƕÓ�6+Ž{ëƜǄ 
� ƞƏ��AgI/LmJ±qƃ�6+CuI/LmJ±
qƃ(ê£�*�1đŶ68iqIņ=Ĭ2�ƃ

(£ÎŔàß=ƛ���� 
� AgI/LmJ±qƃ�6+ CuI/LmJ±qƃ(ƍ
ƿƕÓ)�ƠěƾÍǀçƹǆSEM: tċť]AU
H\pM±O, SU 9000Ǉ'68Ƌ �� 
� 0��AgI/LmJ±qƃ�6+ CuI/LmJ±q
ƃ(Ž{ë)�NWeTF±×ň(1 min)= 10 ½
ź8ƥ��å�b)(Ĉį#õƅıë=ƛ���� 
d) ƶÖļ�Ƶ(ĺÏ 
� Ŭīz'AgI/LmJ±qƃ�9�)CuI/LmJ
±qƃ=ĲĽ��eI[STHNQ±l±#Āø

���24 h 0#ļ� Ag+�9�) Cu2+=ĺÏ��� 
e) ƧƫƩßĺÏ 
� gVnƧƫłƟ$�"dqQHppaC\±

nǆPCPǇ=�Ŋ����(łƟ(LmJ±qƃ
'Ô�9ƧƫŃë)�Ċã(Śţ[5]#ĺÏĸ1#
�9�ƞƏ�� Ag ×ňLmJ±qƃ=ĺÏŊg
Mj±n'ü1��ű�' 0.04 mM ( PCPīļ
ĳ(pH 2)�½²�' 20 mMīƱªYWmBf=�
:�NQ±l±#Āø���uÏĎƻĨ'Kqc

mqI��HPLC#�űĳ±+½²ĳz( PCPŀ
ß=ĺÏ��ƧƫƩß=ŧ���� 
 
2.2. Űę±+żÓ 
a) ƶÖY\×ňLmJ±qƃ(ƞƏ 
ĕ×ň(LmJ±qƃ)Ƨč#�9�kBŭ

×ňå#)�LmJ±qƃ)ƑƄ'Èª��ƃz

'kBŭ�ĲƧrƈŢ�"�9�$�� ���

(å( AgNO3�9�) CuSO4×ň#)�ƃ)�

'œƄ$& ��AgI�6+ CuI)œƄ#�9�
$�7�AgI �9�) CuI��:�:LmJ±q
ƃƍƿv'áð�"�9�$�þÏ�:�� 
b) õƅıë 

Table 1 ' AgI/LmJ±qƃ�6+ CuI/LmJ
±qƃ(õƅıë�=Ŝ��õƅıë�) 2�v
#ē§$�Ï�:9�Ag/ILmJ±qƃ)Ůƅ'
)�:�ıë=Ŝ���řƅ')§£=Ŝ�&�

 ��uĈ�CuI/LmJ±qƃ)�Ůƅ'Ô�"
) AgI/LmJ±qƃ'¥93((�ưħ�F`'
Ô�"3 2�v(ıë�=Ŝ��ǅ�õřƅıë
=Ŝ���Ůƅ'Ô�"3./ 2�v(�=Ŝ�
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ておࠊࡾᖜ広い抗菌スペクトルを有しているとゝ

 ࠋる࠼
c) SEM ほᐹ 

Fig. 1 に AgI/シリコーン⭷および CuI/シリコー

ン⭷の SEM 真を♧すࠋAgI/シリコーン⭷でࡣ

10 nm ⛬度ࠊCuI/シリコーン⭷でᩘࡣ 10 nm〜200 
nm ⛬度の粒子がࠊシリコーン表面上にアイラン

AgI/シリコーࠋるとが分ࡇに形成している≦ࢻ

ン⭷を EDX ほᐹによࡾ元⣲分ᯒをしたとࠊࢁࡇ

AgI のナノ粒子がシリコーン表面上に形成してい

るࡇとが☜ㄆࡉれたࠋ 
d) 力学的ᙉ度および⪏ஂ性 
ᮍ処理⭷と処理⭷において応力−ࡎࡦみ᭤線に

Ṥᕪ␗ࡣなࣖࠊࡃンࢢ⋡をồࡵた⤖果ࠊᮍ処理

⭷：7.9±1.2 MPaࠊAgI/シリコーン⭷：8.3±1.5 MPaࠊ
および Cu/シリコーン⭷：8.9±1.1 MPa であࠊࡾ

⤫計的に有ពなᕪࡣなࡗた (P > 0.05)ࠋ 
機Ე的ストレスであるストマッカー処理ࠊたࡲ

(1 min ×10)ᚋでࠊࡶAgI/シリコーン⭷および CuI/
シリコーン⭷の抗菌活性್ࡣ⥔ᣢࡉれたࠋᮏ処理

物理的なスࠊࡎࡏࡉ⣲材の機Ე的ᙉ度をపୗࠊࡣ

トレスにࡶ⪏ஂ性をᣢࡘ処理法であるࡇとが♧

၀ࡉれたࠋ 
e) 金属の⁐ฟ㔞 

Fig. 2 に AgI/シリコーン⭷を␃Ỉにᾐₕࠊ᧠

ᢾしたとࡁの⁐ฟ Ag ⃰度の⤒時ኚ化を♧すࠋAg
⁐ฟ㔞10ࠊࡣ 時間⛬度で୍ᐃとな24ࠊࡾ h ᚋでࡶ

USEPA の㣧料Ỉ Secondary Standard である 0.1 
mg/L をୗᅇࡗていた（᪥ᮏのỈ㐨Ỉ質基‽にࡣ

Ag の規制್ࡣない）ࠋ 
Cuࠊたࡲ ⃰度ࡣ 1 h で୍ࡰᐃとな24ࠊࡾ h ᚋ

ฟ⁐ࡶ Cu ࡣ 0.1 mg/L ⛬度であࡗたࠋ⌧ᅾࠊཌ生

ປാ省のࠕỈ㐨Ỉ質基‽ࠖおよびࠕ㣗ရู規᱁基

‽の清ᾴ㣧料Ỉの〇造基‽ࠖにおいてࠊࡣ㖡の基

ඹにࡣ್‽ 1 mg/L ௨ୗとᐃࡽࡵれておࠊࡾ⁐ฟ㖡

⃰度ࡣ 1 mg/L よࡾなࡾపい್であࡗたࠋ 
f) AgI/シリコーン⭷の分㞳能 

AgI/シリコーン⭷にᑐするPCPの⥲ᣓ㏱㐣㏿度

ಀᩘ（KOL）の್5-10×(0.1±1.8)ࡣ m/s であࡗたࠋ

୍᪉ࠊᮍ処理⭷の KOL5-10×(0.2±1.5)ࡣ m/s で⣙

20%のపୗにṆࠊࡾࡲ⤫計的に有ពなᕪࡣなࡗ

た (P > 0.05)ࠋAgI/シリコーン⭷ࡣ㏱㐣・ᣑᩓ⭷と

して༑分な能力をಖᣢしていたࠋ 
௨上よࠊࡾᮏ研究で♧したシリコーン⭷にᑐす

る抗菌処理᪉法ࠊࡣ≉ูな⨨がせࡽࡉࠊにᐊ

 でのᐇが可能なᾐₕ処理であࠊࡾ⭷௨እのシ

リコーン材料にᑐしてࡶ㐺用が可能なᡭ法とい

 ࠋる࠼
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3. Qq_HơY\FcPnǉLhdpZqǊ=�
Ō��Ĉ�&õƇôƎ(ƼŔ 
ƹ)õƇĲë=Ĕ��ŻŶ4clNSTH'Ź

8ƥ>#�Ō�:"�9�ƦÝ)�ƹY\ūÍ�

ƑƬ�:"�9���(õƇĲë)ƹAEq$Ī

ƣ�"ƈ������:)çŋńŰƁ,(³ƥ1

§ň��w�9�2$ž�7:"�9�ƦÝ�

GroEL/GroESǉLhdpZqƒ¶�Ǌ�Ĕ�9Y
\KAO(Ŧƽ'�ƸÖY\ūÍ=ǈ§ň#�©

#�9�$�Å¸�:"�9[6]���#ėŜť#
)LhdpZqƒ¶�=Ghm?$�"Ō��ƹ

Y\ūÍ=�©��9�$#ŰƁƨƯ§ň=v

�9Ĉ��õƇôƎ(ƼŔ=řŖ$�9� 
 

3.1. Ŝťĉİ 
a) ƹY\ūÍ�©LhdpZqƒ¶�(ƟƑ 

 ƹY\ūÍïŀĴǉ10 nm�0.02 mg/mLǊ=ư
è�ƿǉ14,500 rpm , 10 minǊ���(vĸ=�Ō
���ƹY\ūÍ$ƃÆ×Ŋ�� GroEL=uÊķ
¶ǉ25 ��400 rpmǊå�GroES$ ATP=¤��
ƹY\ūÍ�©LhdpZqƒ¶�=ƟƑ��� 
b) Minimum Bactericidal Concentration(MBC)Ļ
Ï 
�ƝƇ$�"E. coli  NBRC 3972=Ō��ŭ 106 

CFU/mL'ƟƑ��ƇĴ 20 µL$Úƴ��ƹY\
ūÍ�©LhdpZqƒ¶��9�)ƹY\ū

Í(ïŀĴ=eAHpco±W' 200 µL �!�
ı���Ãǆǉ37 �, 24 hǊå�µBCn�7 50 
µL�!ö�³8�ĐƪbAkqÃÁ= 150 µL�
ı���(co±W'Ţ����+Ãǆǉ37 �, 
24 hǊå�ÃǆĴ(ŀ8=řƖ'"ƗÓ��E. coli
(ÇĦ(ĔŃ=�Ï��� 

 
3.2. ŲĚ�6+žÓ 
a) ƹY\ūÍ�©LhdpZqƒ¶� 
LhdpZqƒ¶�)¼(â¡=3! GroEL�
Ƌ$&9 GroES�7&8��(áð')�ATP=
éƔ$�9�ƩƭÂǀÍǃçƻ#ƗÓ��$�;�

ƹY\ūÍ�©LhdpZqƒ¶�=ŝƞ�9

�$�#���6 "�LhdpZqƒ¶�'ƹ

Y\ūÍ=�©�9�$�´Ƃ#� �� 
b) MBC 

E. coli NBRC 3972 'Ô�9ƹY\ūÍ�©L
hdpZqƒ¶�( MBC =Ɵ-��ƹY\ūÍ
(1#)�0.02 mg/mL(Łß��"3ÇĦ�ŝƞ
�:�ħƇ§Ě)æ7:&� �����Lhd

pZqƒ¶�'ƹY\ūÍ=�©�9�$'6

8 MBC �ËÜ'�w��ƹY\ūÍ(õƇĲë
�ƈ��vč��� 
�v(ŲĚ68�LhdpZqƒ¶��ƹY\

ūÍ=�©�9�$'68�ƹY\ūÍ(Ghm

?$�"���ŰƇ(ŰƁ�'§ňŖ'³8ƥ0

:"�9´Ƃë�Ş»�:�� 
 
4. �å(}Ï 
� ƹY\ūÍ�©LhdpZqƒ¶�(ŰƇŰ

Ɓ,(³8ƥ1�6+ŰƁ�#(¨îƘę'6

9õƇģĢ(Ġƛ=ƍ� 
 
°žĆŇ 
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テーマ１：バイオ機能材料の開発とその有効性検証

光線力学療法（PDT）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。

これまでの研究でフラーレン誘導体 2が細胞傷

害性を有することを明らかとし，さらに蛍光性官

能基を有した化合物 2に類似した化合物 3で細胞

核内へも存在していることを明らかとした。

2. 研究方法

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て

も 0.2 PM の濃度では細胞障害活性が確認されな

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。

またフラーレンに DNA 結合性化合物であるソラ

レンを結合した化合物 2の類縁体として末端にフ

ルオレセインを結合させた化合物 3の合成をおこ

なった。この化合物 3の蛍光特性および細胞内取

り込みについて検討をおこなった。

3. 結果および考察

化合物 2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とニトロフ

ェノールを炭酸カリウム存在下で反応させた。得

られた化合物のニトロ基を亜鉛を用いて還元後、

グリシン誘導体とカップリングさせた。この化合

物を定法によりフラーレンと反応させ目的とす

る化合物を得た。この反応の全収率は 2％であっ

た。得られた化合物については MS およびプロト

ン NMR で構造の確認を行った。

化合物 2の光照射下における一重項酸素の発生

を、一重項酸素検出試薬である Singlet Oxygen 
Sensor Green (SOSG)を用いて、他のフラーレン化

合物と比較して、その発生量の比較を行った。図

３に示すように、今回合成した化合物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
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図１： 化合物１～３の化学構造
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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。

得られた化合物２についてさらに、培養細胞を

用いた毒性試験を行った。使用した細胞は貧食作

用を有するハムスター肺由来細胞の CHL/IU であ

る。化合物を 100 μg/mlの濃度まで細胞に処理し、

細胞播種後すぐに可視光照射(20 J/cm2)を行い、24
時間培養後、生細胞測定試薬を用いて生細胞数の

比色定量を行った。その結果、化合物２は光非照

射下においても、細胞毒性を示し、さらに光照射

により、100 μg/ml の濃度においては、非照射時に

くらべて約 30％程度、細胞をより死滅させること

が明らかとなった。 非照射時における細胞障害

性については、そのメカニズムは不明である。

本化合物 2の細胞への取り込み等について、蛍

光性の化合物 3を用いて検討した。

化合物 3の合成は以下のように行った。ニトロフ

ェノールを原料として，まず水酸基をシリル保護

を行い，水素添加によって Pd 触媒存在下ニトロ

基の還元を行った。ブロモ酢酸ブチルを用いて，

アミノ基に酢酸ブチル基を導入した。得られた化

合物は，ブチルグリオキシレートとフラーレンと

反応させ，化合物６とした。シリル基を脱保護後，

フルオレセイン誘導体とカップリングさせ，更に

脱保護を行い，目的とする化合物 3とした。得ら

れた化合物の 1H-NMR の化学シフト値は

DMSO-d6 溶媒中で測定した結果予測と一致して

でおり，TOF/MS による解析では m/z = 719.97 
[C60]+, 1212.06 [M-2COOH]+, 1303.12 [M+H]+が観

察されたため，目的とする化合物 3が合成されて

いることが確認できた。この反応の全収率は３％

であった。

得られた化合物について蛍光特性について検

討を行った。化合物 3については蛍光波長がもと

もとの 513nm から 517nm まで長波長シフトして

おり，さらに蛍光強度はフルオレセインの約 20％
程度であった。アルカリ処理により，蛍光の復活

が観測された。この蛍光の復活は蛍光団がフラー

レンから切り出された事も考えられるが，物質環

境の変化に依存するものと推定される。フラーレ

ン－蛍光物質の複合体では過去の研究では，トリ

プシンによる蛍光の復活が指摘されている。今回

トリプシンの処理による蛍光の復活を検討を行

ったが，蛍光の復活は観察されなかった。一方，

化合物２はエステル結合を有するため，エステラ

ーゼに対する耐性の検討を行った。高濃度のエス

テラーゼ処理では，エステラーゼ自身の発色の影

響で，蛍光が十分に観察されない現象が確認され

たが，エステラーゼの 0～40unit/ml の濃度範囲で

はフルオレセインジアセテート（陽性対照）は脱

アセチル化して蛍光復活が観測されたが，化合物

2 を用いた時では，蛍光の復活は低濃度では観察

されなかった。ただし高濃度投与のときは若干の

図２：化合物２の合成経路
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蛍光強度の上昇が観察された。

また，細胞内の局在を調べるため，化合物 2 を

細胞に処理を行った。100 PM の濃度で各種細胞

株 CHL，A549，Hela に処理後，一定時間培養し，

蛍光顕微鏡で観察を行った。このとき核について

も DAPI を用いて同様に染色した。化合物は蛍光

が減弱されていはいるが，細胞内での蛍光を観察

することが出来た。細胞株はいずれも 1 時間後か

ら化合物２の核への集積が観察された。（図 6）細

胞質も蛍光が観察されることから，細胞質，核の

いずれにもこの化合物は存在しうることが示さ

れた。また染色体がよく染色されていることから，

DNA へ集積している可能性も示唆された。同様の

細胞内局在試験を化合物３についても行ったが，

蛍光を観察することが出来なかった。蛍光の減弱

が大きいためと思われた。
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図 6 化合物３の核への局在
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Et3N, t-butyl bromoacetate, iv) t-butyl glyloxate, 
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TBAF AcOH/ THF, viii) BF3OEt2/toluene, CH2Cl2

図 5 化合物 3 の合成ルート
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H27～29 年度 文科省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業報告書

テーマ１：バイオ機能材料の開発とその有効性検証                       

In vivo における細胞内局所送達輸送体の有効性の検証
-ビタミンＥ含有リポソームを輸送体としての基礎研究-

清瀬 千佳子

神奈川工科大学栄養生命科学科 教授

1. 背景と目的

日本人の健康増進に必要な技術革新は重要な

課題の一つである。その中でバイオ機能材料の開

発は今後のバイオメディカル産業の発展には欠

かせない。特に、ナノバイオテクノロジーとバイ

オインフォマティクスの連携はより革新的な医

療技術を産み出す事が期待できる。本事業は医療

技術の革新に貢献するバイオ機能材料の開発を

目的として、新たなバイオ機能材料を作出し、そ

れを用いた医療基盤技術を創出したいと考えて

いる。

日本人の死亡原因で最も多いのは「がん」であ

り、男性では肺がん、胃がん、女性では大腸がん

や胃がん、また女性特有の乳がんや子宮がんでの

死亡率も年々増加している。それゆえ、がんに対

する新たな創薬の開発や治療技術の確立が益々

期待されている。がん治療への応用が期待される

物質には磁性ナノ粒子や直接 DNA の断片化が期

待できる 8-methoxypsoralen があるが、それらをど

のようにして体内のターゲットとなる組織に送

達するかが１つの問題である。そこで、ドラッグ

デリバリーシステム(DDS)に有効な局所送達輸送

体が必須となる。本事業にて現在、その輸送体と

してのシャペロニンの有効性を検討している。分

担研究者は 5 年間の本事業においての最終段階で

ある有効製剤含有シャペロニンが実験動物の体

内にてどのような挙動を示し、またどのように各

組織に到達するかを検討する予定となっている。

従って、H27～H29 年度はその準備としての基礎

実験を行った。そこで、これまでに行った①細胞

送達輸送体のマウス投与の予備検討、②ビタミン

Ｅ含有リポソームのマウス尾静脈投与による体

内動態について報告する。

2. 研究方法

①細胞送達輸送体のマウス投与実験

H27 年度は、ICR 雌マウスを用いて、腹腔内投

与及び尾静脈投与を行い、24 時間観察する事にし

た。今回用いた細胞送達輸送体として、シャペロ

ニンおよびフラーレンをそれぞれ、または両方を

足したものを投与し、観察を行った。フラーレン

とは、炭素原子のみで出来た閉殻空洞状になった

クラスターで、1985 年に炭素数 60 個の C60 フラ

ーレンが発見されたのが最初である 1)。フラーレ

ンには強い抗酸化作用 2)などが見つかっており、

また、内包フラーレンとして DDS のキャリアと

して期待できるものもある。そこで、まず、フラ

ーレンならびにシャペロニンを投与してマウス

の状況を観察する事にした。ICR 雌 10 匹を１週間

予備飼育後、腹腔投与 5 匹と静脈投与 5 匹にわけ、

さらに、それぞれコントロール(溶媒のみ)投与、

フラーレンのみ投与、シャペロニンのみ投与、フ

ラーレン＋シャペロニン(シャペロニン濃度を 2
種類)、それぞれ１匹ずつ投与した。なお、フラー

レンはすべて 10mg/kg BW にした。投与 24 時間観

察した。

②ビタミンE含有リポソームのマウス尾静脈投

与による体内動態

次に、DDS に内包するものの１つとしてビタミ

ンＥに着目し、検討を行う事にした。ビタミンＥ

は脂溶性ビタミンの 1 つで、天然にはトコフェロ

ール類 4 種類,トコトリエノール 4 種類の合計 8 存

在する。最近、トコトリエノール類に発がん抑制

効果があることがいくつか報告されている。例え

ば、ヒト胃腺がん細胞の培養細胞であるSGC-7901
細胞にJ-トコトリエノールを添加すると細胞周期

の G(0)/G(1)期を時間依存的に阻止し、さらに、

caspase-3 の活性化を誘導する事が報告されてい

る 3)。さらに、G-トコトリエノールは、HepG2 細

胞において、他のトコトリエノール類よりも抗増

殖効果が高く、アポトーシスを誘導し、S 期の阻

止を引き起こす事も報告されている 4)。このよう

に天然物であり、かつ、発がん抑制作用も示唆で

きる事から実用化が期待できる。しかし、ビタミ

ン E の中で、D-トコフェロール以外の同族体は、

肝臓内に存在するD-トコフェロール輸送タンパ

ク質 5)によって識別され、末梢組織には輸送され

にくい事が明らかとなっている。そこで、ビタミ

ン E 同族体を DDS を介してターゲットとなる組

織に輸送する事が出来れば、新たな発がん抑制の

創薬になる可能性が期待できる。そこで、G-トコ

フェロール含有リポソームを作製し、それをマウ

スの尾静脈より投与し、体内にどのように分布す

るか検討を行った。

②-1. G-トコフェロール含有ナノリポソームの

作製

リポソーム簡易作製装置である Mini-Extruder
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(Avanti Poloar Lipids,INC.)を用いて、リポソーム作

製を行った。Egg-PC を 100%エタノールに溶解後、

N2 下にて試験管壁に乾固させた後、滅菌済の生

理食塩水を加え、Egg-PCの相転移温度である27℃
に設定したソニケータ―を用いて分散させた。こ

れをコントロール用とした。一方、G-トコフェロ

ール含有リポソームの場合は、Egg-PC を 100%エ

タノールにて溶解する際にG-トコフェロールも同

時に添加し、後はコントロール用と同様の方法に

て作製を行った。作製したリポソーム溶液を

Mini-Extruder に入れ、100nm 用メンブレンに 11
回通して、粒子径を均一化した。

②-2. G-トコフェロール含有リポソームのマウ

ス尾静脈投与による体内分布について

7週令BALB/c雄マウス31匹を4日間予備飼育後、

体重差がないように次の群に分けた。

① 何も投与しない群 (0)

② 投与 30 分後に解剖する対照群(30m-C)

③ 投与 30 分後に解剖する実験群(30m-E)

④ 投与１時間後に解剖する対照群(1h-C)

⑤ 投与 1 時間後に解剖する実験群(1h-E)

⑥ 投与 2 時間後に解剖する対照群(2h-C)

⑦ 投与 2 時間後に解剖する実験群(2h-E)

⑧ 投与 4 時間後に解剖する対照群(4h-C)

⑨ 投与 4 時間後に解剖する実験群(4h-E)

なお、0 群と各時間の対照群は一群 3匹とし、

実験群は一群 4 匹とした。

実験①の方法により作製したG-トコフェロー

ル含有リポソームをG-トコフェロール量として、

1.4Pg/g BW になるように尾静脈より投与した。

対照群にはG-トコフェロールが含有されていない

リポソームのみを投与した。投与後、イソフルラ

ン麻酔下にて心臓採血を行い、血液を採取、その

後、脳、心臓、肺、肝臓、腎臓、睾丸周囲脂肪、

睾丸も採取した。血液は 3,000rpm で 10 分間遠心

分離を行い、血漿を得て、各組織と共にビタミン

E の定量分析まで-80℃にて保管した。ビタミン E
の定量分析は Ueda らの方法 6)を基に分析を行っ

た。

③G-トコフェロール含有リポソームのマウス尾静

脈投与による体内分布について

前回の結果より、マウスへの投与が静脈より漏

れていた可能性が示唆されたので、再度尾静脈投

与実験を行うことにした。Egg-PC 86.3mg にG-ト
コフェロール 5mg, エタノール 3.65mL 加えてよ

く撹拌し、その後一部を別試験管に移して、N2
下にて乾固した。乾固後、生理食塩水を 6mL 加え、

27℃で 20 分ソニケートし、リポソームを作製し

た。コントロール用リポソームはビタミン E を除

いたものを同条件で作製した。このリポソームを

②-2 と同様の群分けで投与した。なお、G-トコフ

ェロール投与量も前回と同様にした。

3. 結果および考察

①細胞送達輸送体のマウス投与実験

静脈投与では、フラーレンのみ投与したマウス、

フラーレン＋シャペロニンを投与したマウス（2
濃度とも）は 24 時間生存した。しかし、シャペ

ロニン(1.24PL を 0.29mL 投与)のみ投与したマウ

スは即死だった。一方、腹腔内投与では、すべて

のマウスが 24 時間生存した。以上の結果より、

フラーレンは静脈投与及び腹腔内投与とも輸送

体として利用できる可能性が示唆された。一方、

シャペロニンはフラーレンと混合した場合、マウ

スが生存していたことから、フラーレン＋シャペ

ロニン混合物だと輸送体として活用できる可能

性が示唆された。

②-1�G-トコフェロール含有リポソームについて

図 1 にG-トコフェロール含有リポソームの粒子

の顕微鏡下での画像を示した。

          (スケール：5Pm)
図 1. G-トコフェロール含有リポソーム

画像からは球形が形成されているが、

粒子径にばらつきが見られ、また、100nm より

大きい事が推察された。

②-2.マウス血中G-トコフェロールの経時的変化

図 2 にはG-トコフェロール含有リポソームをマ

ウス尾静脈より投与した際の血中G-トコフェロー

ル濃度の変動について示した。投与 30 分後でG-
トコフェロール濃度は上昇したものの、その後の

血中濃度は維持されたままであった。この結果は

尾静脈投与が正確に行われていない可能性を示

唆している。今後は、マウス静脈投与についての

さらなる検討が必要であると思われた。

15



図 2. 血中G-トコフェロール濃度の経時変化

③G-トコフェロール含有リポソームのマウス尾静

脈投与による体内分布について

図 3 に血中のG-トコフェロール濃度の経時変化

を示した。投与 30 分後が最も高く、時間が経過

する毎に減少し、2 時間後ではほとんど消失して

いた。以上の結果より、投与 2 時間で、ほとんど

のG-トコフェロールは体内の各組織へ分布される

と考えられる。

図 3. 血中G－トコフェロール濃度の経時変化

一方で、肝臓中のG-トコフェロール量は投与 60
分後が最も高く、その後急速に減少した(図 4)。以
上の結果、肝臓内へのリポソームとして一旦取り

込まれるが、取り込まれたG-トコフェロールは素

早く代謝されるものと推察される。また、末梢組

織の１つとして脂肪組織を分析した結果、右と左

でその変化に少し違いはあったものの、投与 60
分で肝臓の 2 倍近く取り込まれており、静脈注入

した一部のG-トコフェロールは肝臓を経ることな

く、直接脂肪組織に取り込まれている可能性が示

唆された(図 5)。

図 4. 肝臓中G-トコフェロール量の経時変化

図 5. 睾丸周囲脂肪中G-トコフェロール量の経時変化

今回の結果は確実に静脈注入が成功したマウ

ス各１匹分のデータを示しており、体内への分布

を評価する上での数が確保できていない。今後は、

その点も踏まえて検討を進めていきたいと

考えている。

4. 参考文献
1) Kroto HW,et.al. Nature, 318, 1620163, 1985
2) Wang IC et.al,,J.Med.Chem., 42, 4614-4620, 1990
3) Sun W et.al.,J.Nutr.Biochem., 20, 276-284, 2009
4) Wada S et.al., Cancer Lett., 229, 181-191, 2005, 
5) Hosomi A et.al., FEBS Lett., 409, 105-108, 1997, 
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      (a)原画像     (b)核の抽出 

図 3 細胞核の抽出結果 
 

  
   (a)原画像    (b)がん領域の抽出 

図 4 がん領域の抽出結果 
 

3.2 小核抽出システム 
作成した検出システムを図５に示す．原画像を

指定し実行すると自動で細胞核数と小核数を検

出する．原画像と検出した小核を円で囲み示し

た画像を横並びで表示し結果を見やすくした．

実際の小核の抽出部を拡大したものを図６に示

す．実際に小池教授に使っていただき，細胞の

重なったような部位の個数計算などがまだ不十

分であるため，この点を改良した．また，細胞

核ではなく細胞数がカウントできるように改良

した． 

 
図 5 小核検出システム 

 

  
図 6 小核の検出結果 

 
開発した小核抽出システムを実際にテーマ１

のメンバーに使っていただいた．従来，細胞・

小核をカウントするには，ひとつは顕微鏡視野

下で目視で数える方法，もうひとつは画像解析

ソフトを用いる方法がある．前者は，染色直後

は全体的に暗く黄緑色に見え，染まり過ぎると

全体的に赤橙色に見える， アクリジンオレンジ

（劇物）の使用量を控えると染色ムラが生じや

すい，顕微鏡視野下で小核を数えるのに時間を

要するため，観察できるスライドガラスの枚数

に制限が生じるなどの問題点がある．一方，後

者は，1 枚の画像を処理するのに最短５分を要

するため画像枚数が多く，画面酔いするなどの

問題点がある．しかし本手法は，染色ムラがあ

っても細胞核と小核のサイズを見分けることが

できる，細胞数のカウントは概ね合っている，

作業としては顕微鏡画像をきれいに撮ればよい

だけであるといった利点が多く，高い有用性が

評価された．しかし課題として， 分裂中の染色

体の一部を小核として数えることがある（図７

の(3)），小核に似たサイズのコンタミを小核とし

て数えることがある，細胞核に極近接している

小核を判別できない（図７の(1)や(2)），倍率が

変わっても同じように検出できるのか？（倍率

が低いほど一視野に見える細胞数が増え、n > 
1000 のノルマまでの枚数が減る） といった点

を指摘された．また，細胞個数のカウント精度

の向上，小核自動検出後に手動で個数増減でき

る機能追加，インターフェイスの表示破綻の修

正などの改良をの要望を受けた． 
 

 
(1) 検出できなかった例① 
(2) 検出できなかった例② 
(3) 小核でないものを誤検出した例 

図 7 小核検出の失敗例 
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H27～29 年度 文科省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業報告書 
テーマ㸰：情報メディアによるバイオ機能材料開発の高度化                        

 

 

高臨場感仮想空間での標的分子の設計システムの研究 
井上 哲理         上平 員丈 

神奈川工科大学情報学部ᩍᤵ    神奈川工科大学情報学部ᩍᤵ 
 

1. ⫼ᬒと目的 
ᮏ研究ㄢ㢟ࡣ，高臨場感表♧が可能なἐධᆺᫎ

像ディスプレイを用いて，分子ࣔデルをライフࢧ

イࢬ（ே間ࢧイࢬ）で表♧して，標的分子の設計

を┤感的に⾜࠼るシステム開発を目的としてい

る㸬標的分子の 3 次元構造ࡸ構造ኚ化の理ゎ度を

ྥ上ࡏࡉて，新しい分子の設計へと⤖びࡘけるࡇ

とが目標である㸬 
㏆年のバーࢳャルリアリティ技術の発展にと

ᫎ像表♧が可能と࠺そࡃど㔝を広ࢨない，ࣘーࡶ

なࡗた㸬ࡇのよ࠺なディスプレイをἐධᆺとࡪ

が，仮想空間にධࡾ㎸ࡔࢇ感ぬを高ࡵる有効な表

♧᪉ᘧである㸬ἐධᆺディスプレイ表♧によࡾ，

仮想空間への臨場感がቑすࡇとで，ᑐ㇟の 3DCG
ࣔデルにᑐするリアル感がྥ上して，⤖果として

ࣔデルの立体構造のヲ細な理ゎがᮇᚅでࡁる[1]㸬 
化学分子を CG で表♧するࡇとࡣ，௨๓ࡽ広

れていて，PCࢃ⾜ࡃ 上で✌ാするࡲࡊࡲࡉなソ

フト࢙࢘アがᏑᅾする㸬ࡤ࠼，分子 CG ールࢶ

PyMOL[2]ࡣフリー࢙࢘アであるが3DCGによる分

子構造がẚ㍑的高㏿に表♧ࡉれて，ከ機能でい

れていࡉの研究者に利用ࡃከ，ࡾあࡶとࡇすいࡸ

る㸬しし，表♧ࡣ PC 画面上のみで，そのたࡵ

立体感のஈしい表♧であࡾ，タンパク質分子のよ

内部構造が༑分にほ，ࡣな」㞧な構造の分子で࠺

ᐹでࡁない，構造内での┦ᑐ的な大ࡸࡉࡁ㊥㞳の

感ぬがᚓにࡃいなのㄢ㢟がある㸬 
ᮏ研究でࡣ，分子ࣔデル表♧にἐධᆺディスプ

レイを用いて，ライフࢧイࢬで表♧するࡇとで，

て，分子の設計に有用なࡁのㄢ㢟がゎỴでࡽれࡇ

の分子ࣔデルのࡵた㸬そのた࠼⪄ールになるとࢶ

表⌧᪉法ࡸデータኚ，3次元CG処理の高㏿化，

仮想空間内でのධ力インタフ࢙ース，空間データ

ඹ有にࡘいて研究を⾜ࡇ࠺ととなࡗた㸬 
 

2. 研究᪉法 
タンパク質分子ࣔデルのἐධᆺ仮想空間表♧

システムの開発において，ᮏ研究でࡣ 

(1)分子ࣔデルの表♧技術 

(2)分子ࣔデル᧯సのインタフ࢙ース技術 

の㸰ࡘのテーマに分けて研究を開ጞした㸬 

研究用の構造データ（CGࣔデル用データ）と

してࠊタンパク質構造データ࣋ース PDB[3]にある

 た㸬ࡵのを用いて研究を㐍ࡶ

研究用の表♧システムの構成ᅗをᅗ１に♧

す㸬仮想空間表♧のたࡵのἐධᆺᫎ像ディスプ

レイとして，マルࢳスクリーン立体ディスプレ

イ（ᅗ㸰）と広ど㔝表♧が可能なἐධᆺ࣊ッࢻ

マ࢘ントディスプレイ（HMD）を用いるࡇととし

た㸬なお，研究の 2年目（2016 年度）ᚋ༙௨㝆

高性能，ࡣࡽ HMDを用いる表♧᪉ᘧをに

用するࡇとにした㸬ࡇれࡣ，ᫎ像ရ質の高ࠊࡉ

⨨の㍍㔞ࠊࡉప価᱁性なࠊࡽᑗ᮶的なᐇ

用化の点で有利と⪃࠼たたࡵであるࠋ 

研究ࡣ表１のよ࠺に㐍ࡵるࡇととした㸬 

 

表１㸬開発の㐍ࡵ᪉ 
1年目：᪤Ꮡソフト࢙࢘アを用いたㄢ㢟検ウ 

2年目：タンパク質分子のἐධᆺ表♧ソフトヨస 

3年目：分子ࣔデルとのインタラクション機能導ධ 

4年目：分子設計への応用の検ウ 

5年目：開発したシステムの⥲ྜ的な評価 

 

ᅗ 2. マルࢳスクリーン立体ディスプレイで

のタンパク質（V4VO）のライフࢧイࢬ表♧ 

ᶆⓗศᏊ
ᵓ㐀䝕䞊䝍䝧䞊䝇

䠄PDBᙧᘧ䠅

䝕䞊䝍ኚ
PDB->3DCG

✵㛫⾲♧
䝥䝻䜾䝷䝮

没入型HMD

䝬䝹䝏䝇䜽䝸䞊䞁
❧య䝕䜱䝇䝥䝺䜲

䠄CAVE)

䠇

ᅗ 1. 研究用表♧システム構成ᅗ 
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3. ⤖果および⪃ᐹ 
3.1 ㄢ㢟検ウとヨస 

表♧技術にࡘいてࠊࡣゲーム࢚ンࢪンソフト

ア࢙࢘ Unity3D（Unity Technologies♫〇）を

用いて，マルࢳスクリーン立体ディスプレイ用

の 3 次元構造表♧プロࢢラムをస成した㸬᭱ึ

のẁ㝵でࡣ PDB形ᘧデータにࡶと࡙ࡃ 3次元構

造において，タンパク質分子を⌫体ࡸᲬ≧の 3

次元ポリࢦンで表⌧した㸬ᐇ⾜⤖果ࡽ，ἐධ

ᆺディスプレイに表♧するࡇとࡣでࡁたがࠊ分

子の」㞧ࡉにとࡶない表♧㏿度が㠀ᖖに㐜ࡃな

るࡇとがࡗࢃた㸬そࡇで，3次元 CGのレンࢲ

リンࢢプロセスをポリࢦン処理ࡽポイントス

プライト処理にኚ᭦した㸬その⤖果ࠊᮏ研究プ

ロ࢙ࢪクトで࠺ᢅࡶシャペロニンのよ࠺な」㞧

な構造のタンパク質分子でࡶ大ࡁな㐜ᘏなࡃ表

♧可能となࡗた㸬 

 インタフ࢙ースにࡘいてࠊࡣᚑ᮶ࡽ研究し

てࡁた 3D仮想物体をࣘーࢨのᡭで┤᥋᧯సする

᪉ᘧをᮏ開発システムでࡶ用いるࡇとを検ウし

た㸬その基礎研究としてࣘࠊーࢨが▱ぬしてい

る仮想物体の⨨をࣘーࢨのᡭのᣲືࡽ᥎ᐃ

する᪉法をᥦした[4][5]㸬ࡇの᪉法の用⎔ቃと

してࡣ，マルࢳスクリーン立体ディスプレイࡸ

シースルーᆺ HMD を想ᐃした㸬 

 

3.2 PyMOLの高機能 HMD表♧と体㦂時の感想 

 ⌧ᅾ，広ࡃ利用ࡉれている分子 CG ールࢶ

PyMOLの 3DCGを，高機能 HMD上で表♧するࡇと

を可能とするソフト࢙࢘アを導ධして，タンパ

ク質分子の HMD表♧の有用性，㐺ษな表♧᪉

法，インタフ࢙ースにࡘいて検ウを⾜ࡗた㸬

用したソフト࢙࢘ア3，ࡣDCG ャソフトࢳャプ࢟

AVR（（ᰴ）フィアラックス〇）であࡾ，PyMOL

の 3DCG ᥥ画処理を࢟ャプࢳャして，HMDᆺにኚ

・表♧するソフト࢙࢘アである㸬ࡶとの PyMOL

⮬体ࡣࡃኚ᭦なࡃ HMD表♧が⾜࠼る点が≉ᚩ

であるが，ソフト࢙࢘アの機能ኚ᭦・㏣ຍࡣで

 పい㸬ࡣないので機能ᣑᙇ性ࡁ

 PyMOL 画像の HMD表♧をバイオࢧイ࢚ンス⣔学

生に体㦂してࡽࡶい，用感なを㏙てࡽࡶ

た㸬ᅗࡗ 3に学生の体㦂㢼ᬒを♧した㸬学生

 ，ࡣពぢとしてࡸの感想ࡽ

・ 構造ほᐹࡣ PC画面上で᧯సして☜ㄆするよ

 すい㸬ࡸࡾ㯇で分⥡ࡾ

・ 表面のฝพのᵝ子をぢてྲྀれるたࡵ部の

所ᅾが分ࡸࡾすい㸬 

・ 内ഃࡽぢるࡇとがでࡁるのࡣ面ⓑい㸬 

ながあࡾ，PC画面上でのほᐹとẚ㍑して，HMD

ᆺ仮想空間表♧でほᐹするࡇとで，構造が୍ᒙ

分ࡸࡾすࡃなるととࡶに，⯆あるᫎ像ᥦ♧

となࡗているࡇとが♧၀ࡉれた㸬୍᪉で，分子

ࣔデルの⛣ື・ᅇ㌿᧯సの㞴しࡉといࡗた᧯స

性のㄢ㢟，目の๓にぢ࠼ている構造をᙳでࡁ

る仮想カメラ機能，」ᩘྡで体㦂をඹ有でࡁる

空間ඹ有機能といࡗた，機能㏣ຍのせᮃࡶከᩘ

あࡗた㸬 

 ᮏ研究の目標達成にࡣ，PyMOL+AVRによる表♧

でࡣ能力が༑分でないとゝ࠼るが，ࡇのヨ⾜を

㏻して，ᮏ研究ㄢ㢟で検ウしている，仮想空間

での分子ࣔデルライフࢧイࢬ表♧の可能性と，

その㝿のᚲせな機能を▱るࡇとがでࡁた㸬 

 

3.3 ἐධᆺ表♧ソフトのヨస(1) 

 PyMOL の機能をཧ⪃に，高機能 HMD を用いた 3

次元構造表♧ソフト࢙࢘アを Unity3D࣋ースで

開発しなおした㸬ࡇのソフト࢙࢘アでࡣ，タン

パク質分子の㸱次元構造を࣎ール≧，リ࣎ン

るࡁの」ᩘの表⌧形ᘧで表♧で≦ࣈューࢳ，≦

よ࠺にした㸬ࡲた，インタフ࢙ースとしてᕷ㈍

HMD（HTC〇 VIVE）に属しているᡭᣢࡕᆺコン

トローラーを用いて，仮想空間内に表♧ࡉれる

メニューࡸアイコンを᧯సするࡶのをస成した

（ᅗ 4）㸬ᅇࡶ，バイオࢧイ࢚ンス⣔研究者ࡸ

ᅗ 3. PyMOL 画面 HMD 表♧とその体㦂のᵝ子 ᅗ 4. Unity3D  ースの表♧ソフトの᧯స画面࣋

PyMOL の 

PC 画面 
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学生に体㦂してࡗࡽࡶたとࠊࢁࡇ㸱次元構造の

理ゎの点でࡣ PyMOLྠᵝの評価であࡗた㸬᧯స

性でࡣ PyMOL よࡣࡾ評価が高ࡗたが，‶㊊の

いࡶࡃのでࡣなࡃ，ከࡃのㄢ㢟を指ࡉれた㸬

な࠺るよࡁた，分子構造のኚ化を㐃⥆表♧でࡲ

アニメーション機能➼の表♧機能高度化へのὀ

文ࡶいࡘࡃあࡗた. 

 

3.4 ἐධᆺ表♧ソフトのヨస(2) 

，の評価をཧ⪃に，表♧機能のᣑᙇ性ࡽれࡇ 

インタフ࢙ースస成のᰂ㌾性を⪃៖して，表♧

ソフト࢙࢘アをࡇれࡲでの Unity3D࣋ース

VR表♧コアソフト（（ᰴ）フィアラックスࠊࡽ

♫〇）を࣋ースとしたソフト࢙࢘アを開発する

アとྠ࢙࢘ᙜึ開発したソフトࠋたࡗととなࡇ

➼の表♧機能にຍ࠼てࠊ分子ࣔデルを」ᩘྡで

ከ᪉ྥࡽほᐹ可能とするネットワークᆺ仮想

空間ඹ有機能ࠊ分子の㸱次元構造ኚ化の時⣔ิ

データに基࡙ࡃアニメーション機能ࠊPC画面上

での㸰次元的インタフ࢙ースのే用による⡆᫆

᧯స機能を㏣ຍしたソフト࢙࢘アを⌧ᅾ開発୰

である（ᅗ 5）㸬 

 
 

3.5 ⪃ᐹ 

 での研究成果ࡲれࡇ(1)

 分子の 3次元構造の HMD表♧に㛵する研究ࡣ

ప分子ࡣࡃ報告があるが，そのከࡶでにࡲれࡇ

がᑐ㇟であࡗた㸬ᮏプロ࢙ࢪクトで開発してい

るソフト࢙࢘アでࡣ，分子ࣔデルの 3DCG 処理を

工ኵするࡇとで，タンパク質分子，≉にシャペ

ロニンのよ࠺な」㞧な高分子でࡶ大ࡁな㐜ᘏな

ࡽた㸬分子構造内部ࡗのとなࡶるࡁ表♧でࡃ

の構造ほᐹ➼の PC∧表♧ソフト࢙࢘ア（PyMOL

な）でࡣ㞴しい表♧᪉法が可能となࡗた点ࡣ

大ࡁい㸬 

 そして，HMDᆺライフࢧイࢬ表♧によࡾ，タン

パク質分子の構造理ゎがಁ㐍ࡉれるࡇとが♧၀

研究開発のᙜึの᪉ྥ性が㐺ษ，ࡣとࡇれたࡉ

であるとゝ࠼る㸬ࡲた，アニメーション機能，

ධ力インタフ࢙ース，ネットワークඹ有機能な

に有効なࡽࡉ，とでࡇຍ機能を工ኵする，

 れた㸬ࡉ၀♧ࡶとࡇる࠼ࡾールとなࢶ

 

(2)計画の㐍ᤖ≧ἣとㄢ㢟 

ᙜึの 3 年間計画ࡣ，タンパク質分子の 3次

元構造を仮想空間に表♧してࠊその分子ࣔデル

の⛣ື・ຍ工ࡶ可能なシステムを構⠏するࡇと

であࡗたࡇࠋのࠊࡕ࠺表♧ソフト࢙࢘アにࡘい

てࡣおおࡡࡴ成してࠊソフト࢙࢘アのᣑᙇ性

୍ࠋる࠼でいるとゝࢇに㐍ࡾて計画㏻ࡵ含ࡶ

᪉ࠊຍ工機能にࡘいてࡣ㐺ษな᧯సインタフ࢙

ースࡸ処理と᪉法とྜࡏࢃて検ウ୰であࡾ，す

でに開発したࣘーࢨの 3次元▱ぬ⨨᥎ᐃᡭ法

をᨵⰋするࡇとࡲࠊたࢢローࣈᆺデバイスを用

いてࡇのၥ㢟をゎỴするணᐃである㸬 

స᧯ࠊアの有用性࢙࢘た，開発したソフトࡲ 

性にࡘいてࠊࡣバイオࢧイ࢚ンス⣔研究者ࡸ学

生のソフト࢙࢘ア用感のみで評価している点

がၥ㢟であるࠋᚋࠊࡣᩍ⫱工学ࡸே間工学の

評価ᡭ法ࡾྲྀࡶධれてᐃ㔞的評価ࡶ㐍ࡵるணᐃ

であるࠋ 

 

(3)ᚋの研究᪉㔪 

 ᙜึの計画のとおࡾにࠊᮏプロ࢙ࢪクトのバ

イオ機能材料開発ࢢループと༠ྠでソフト࢙࢘

アᨵⰋを㐍ࡵてࠊ標的分子の設計にᙺ立ࡘシス

テム開発を᪉㔪として研究を㐍ࡵるࠋල体的に

ながるよࡘ分子構造に㛵する新たな発ぢにࠊࡣ

ースの開発を࢙インタフࠊな表♧᪉法のᨵၿ࠺

 ࠋ計画である࠺⾜
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ᅗ 5.⌧ᅾ開発୰のソフト࢙࢘ア画面 
（ྑୗࡣ HMD でぢ࠼ている画面） 

HMD 表示画面 
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ŜÏ·ÌIņ��ĸgƀř9sêżMİ+'4I

ĈeƟlƦĂ w MČ§Edsś¿gƔ�ŜÏI

leƧÑSts'4IƔ�ŜÏuùŢ9s4Ea

�żdŜÏƥIùŢuŇ24EMaN&ƀřĈƥ

uňŪ9s4EMaNs' 
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âIğM 1:10 IÈ¶ 
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