
 

 

「細胞機能の構成的な理解と制御」研究領域 領域活動・評価報告書 

－平成２９年度終了研究課題－ 

 

研究総括 上田 泰己 

 

１． 研究領域の概要 

本研究領域は、細胞機能の再構成・設計と制御を試みることを通じて生命の本質に迫ろうとする研究を対象

とし、生命システムの理解や広範な応用をもたらすコンセプトや基盤技術の創出を目指します。 

具体的には、 

1）細胞機能を担う生体分子やその複合体の論理的あるいは効率的な設計や制御 

2）ゲノム・代謝ネットワーク・無細胞翻訳系・細胞膜分裂など、細胞機能のインフラを支えるプロセスの再構成・

設計や制御 

3）シグナル伝達・遺伝子ネットワーク・細胞間コミュニケーションなど細胞の高次機能を実現するプロセスの再構

成・設計や制御 

4）細胞組織・器官・個体システムの再構成・設計や制御 

5）細胞機能の設計や制御を目指して化学・物理・情報科学・生命科学などの異分野が輻合し、オープンイノベー

ションを実現するための枠組みやその構築 

などに関する研究が含まれます。他に類をみない発想に基づく基礎研究とともに、医療やエネルギー問題な

どに将来貢献しうる野心的な研究も対象とします。 

 

２． 事後評価対象の研究課題・研究者名 

件数：     １件（内、大挑戦型１件） 

研究課題名：「細胞内局所温度が司る細胞機能発現の解明」 

研究者名：  岡部 弘基 

 

３． 事前評価の選考方針 

選考の基本的な考えは下記の通り。 

１） 選考は、「細胞機能の構成的な理解と制御」領域に設けた選考委員 20名の協力を得て、研究総括が行う。 

２） 選考方法は、書類選考、面接選考及び総合選考とする。 

３） 選考に当たっては、さきがけ共通の選考基準（URL：http://www.jst.go.jp/pr/info/info1051/sankou2.html）の

他、以下の点を重視した。 

① 生命システムの設計・制御を通じてアドレスしようとする科学的な疑問の面白さ 

② 生命システムの設計・制御を実現・促進するような基盤的な技術（や枠組み）の重要さ 

の 2 点（いずれかで構いません）を重視します。これらの基準を満たすさきがけ個人研究の提案で

あれば、生命科学のみならず、物理学・化学・工学・情報科学・社会科学など、どのような分野からの

提案も歓迎いたします。とりわけ、これまでの研究の単なる延長ではなく、世界的にみても実現されて

いない科学的、技術的な困難に果敢に挑戦する提案を待ち望んでいます。 

 

４． 事前評価の選考の経緯 

一応募課題につき領域アドバイザー・外部評価者の内 3 名が書類審査し、書類選考会議において面接選考

の対象者を選考した。続いて、面接選考および総合選考により、採用候補課題を選定した。上記選考を経た課

題の内、大挑戦型審査会（書類選考会議）へ 1課題を推薦した。 

 

選 考 書類選考 面接選考 
採択数 

 

11件 

 

対象数 186件 28件 
内

訳 

３年型 11件（1件） 

５年型 0件（0件） 

( )内は大挑戦型としての採択数。 

※平成２４年度は、５年型を公募しなかった。 

 

http://www.jst.go.jp/pr/info/info666/shiryou4.html


 

 

備考： 

１）平成 24年度採択課題のうち大挑戦型 1件を除く 10件は平成 27年度に課題事後評価実施済み。 

２）以下を今年度の事後評価対象とする。  

・岡部 弘基 研究者：大挑戦型として採択され、期間延長審査の結果、2年間延長したため。 

 

５． 研究実施期間 

平成 24年 10月～平成 30年 3月（大挑戦型延長） 

 

６． 領域の活動状況 

・領域会議：9回 

・第 3回さきがけ研究者交流会：平成 25年 10月 23日（水）に岡部 弘基 研究者ほか４名が参加 

・IBM技術セミナー：平成 26年 5月 11日（日）、13日（火）伊豆市 IBM天城ホームステッド 

・新学術合同シンポジウム：平成 27年 2月 1日（日） 北海道虻田郡留寿都村 ルスツホテル 

・IBM合同企画「生命科学を創る」パネル討論会：平成 27年 7月 14日（火）伊豆市 IBM天城ホームステッド 

・国際強化支援シンポジウム：平成 27 年 9 月 19～26日 ハーバード大、ジョンホプキンス大にて米国研究者

とワークショップ開催 

・JST4領域合同国際シンポジウム：平成 27年 11月 5, 6日 東京大学 伊藤国際ホール 

・H24採択（第二期）研究成果報告会：平成 27年 11月 25日 東京大学 伊藤国際ホール 

・SciFoS展開型活動：平成 28年度に岡部 弘基 研究者ほか 4名が活動 

・研究者企画の自主勉強会:年 2回程度各地で実施 

・研究総括（または技術参事）の研究実施場所訪問：H27/6/2, H27/9/10, H28/12/21（東大薬学部） 

 

７． 事後評価の手続き 

研究者の研究報告書を基に、研究総括が評価を行った。（なお大挑戦型延長前の中間評価は平成 27 年度

に実施） 

（事後評価の流れ） 

  平成 29年 12月 研究総括による事後評価 

平成 30年 1月 被評価者への結果通知 

 

８． 事後評価項目 

（１）研究課題等の研究目的の達成状況 

（２）研究実施体制及び研究費執行状況 

（３）研究成果の科学技術及び社会・経済への波及効果（今後の見込みを含む） 

（４）大挑戦型として取り組む挑戦的な研究項目に対する進展 

 

９． 評価結果 

総論： 

  本領域では、大挑戦課題 1 課題が H29 年度まで実施された。本課題については、大挑戦型としての目標

達成も間近と思われる。 

また、その他の領域活動としては、H28年度終了課題への支援が行われ、論文3報（PNAS：澤井 哲ほか）

と学会発表 3 件（ゴードン会議：榎木 亮介ほか）の終了者支援、JST フェアへの出展とそれに続く ASTEP へ

の採択（鐘巻 将人）などが行われ、さきがけ研究の集大成となる発表や展開が行われた。 

なお、9 月には「細胞構成研究会 2017」が開催され、本領域の研究者間の継続的な連帯と絆が一層深まり

つつあることを報告しておきたい。 

 

１． 岡部 弘基 研究者 「細胞内局所温度が司る細胞機能発現の解明」 

評価結果： 

 まず、細胞内局所加熱法や細胞内 mRNA・microRNA の一分子観察法の開発に取り組み、開発した方法を

用いて、発熱依存的なRNA顆粒形成や温度操作に対する細胞応答などの新たな現象を見出した点は評価し

たい。 

更に、さきがけ大挑戦の延長期間においては、これらの事象の個体における検証のため、線虫個体内の

温度イメージング法開発などに取り組んだ結果、線虫組織等における興味深い現象も捉えつつあり、大挑戦



 

 

型として延長／増額した目標の達成も間近と思われる。 

また、国際会議（生理学・量子生命）への招待、バイオサーモロジー研究会や量子生命研究会への主要メ

ンバーとしての参画など、「温度生物学」として提唱している研究分野が認知されつつあり、研究活動も拡がり

を見せていることから、今後ますますの活躍が期待される。 

 

１０． 評価者 

研究総括 上田 泰己 東京大学 大学院医学系研究科 教授 

 

領域アドバイザー（五十音順。所属、役職は平成 30年 3月末現在） 

上田 卓也 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 

岡田 清孝 龍谷大学 農学部 教授 

影山 龍一郎 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 教授 

菅 裕明 東京大学 大学院理学系研究科 教授 

杉本 亜砂子 東北大学 大学院生命科学研究科 教授 

竹内 昌治 東京大学 生産技術研究所 教授 

永井 健治 大阪大学 産業科学研究所 教授 

西田 栄介 京都大学 大学院生命科学研究科 教授 

野地 博行 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

水島 昇 東京大学 大学院医学系研究科 教授 

 

（参考） 

件数はいずれも、平成 29年 12月現在。 

（１）外部発表件数 

 国 内 国 際 計 

論 文 0 4 4 

口 頭 21 12 33 

その他 11 2 13 

合 計 32 18 50 

 

（２）特許出願件数 

国 内 国 際 計 

0 0 0 

 

（３）受賞等 

・岡部 弘基 

 第 37回 内藤コンファレンス「バイオイメージングがめざすもの」優秀発表賞（平成 26年） 

 

（４）招待講演 

国際 7件  

国内 21件 



 

 

別紙 

「細胞機能の構成的な理解と制御」領域 事後評価実施 研究課題名および研究者氏名 

 

（大挑戦型） 

研究者氏名 

（参加形態） 

研 究 課 題 名 

（研究実施場所） 

現 職（平成 30年 3月末現在） 

（応募時所属） 

研究費 

(百万円) 

岡部 弘基 

（兼任） 

 細胞内局所温度が司る細胞機能発現

の解明 

（東京大学大学院薬学系研究科） 

東京大学大学院薬学系研究科 助教 

（同上） 
62 

 

 



 

研 究 報 告 書 

「細胞内局所温度が司る細胞機能発現の解明」 

研究タイプ：大挑戦型（※大挑戦型課題として延長有／増額有） 

研究期間： 平成 24 年 10 月～平成 30 年 3 月 
研 究 者： 岡部 弘基 

  

１． 研究のねらい 

これまでに、独自に開発した蛍光性ポリマー温度センサーと定量的イメージング法を用いた

細胞内温度計測から、わずか数 10 μm 程度の細胞内部において、1-2°C もの時間・空間的

な温度の変動を報告した。この細胞内部の局所的な温度変動の発見は、古典的生化学におけ

る系中の緩慢な温度変化とは本質的に異なり、細胞内温度に大きな注目を集める端緒となっ

た。しかし、細胞内の温度変化を誘起する発熱反応の実体や、温度変化が細胞内反応の単な

る結果であるのか、もしくはそれに応答して別の反応が影響を受けている、すなわち情報伝達

としての効果を有するのかは全く不明であった。しかし、発見した細胞内温度変動が細胞小器

官や細胞活動と密接に関連していたことから、細胞内局所の温度変動はダイナミックな生命現

象におけるシグナリングとしての機能が示唆された。そこでこれらの結果に基づき、細胞の局所

温度が細胞機能の制御機構として機能していると仮説を立て、これを実証するため、本研究で

は細胞内温度変化が制御する細胞機能の存在を探り、その分子機構を解明することを目的と

した。特に、本研究では単なる細胞内温度の計測だけでなく、細胞内局所加熱、すなわち細胞

内温度の操作から細胞内局所の熱と細胞機能の関連を探ることで、両者の本質的な因果関係

を解明し、細胞内温度変動により駆動される細胞機能を構成的に理解することにより、温度変

化の物理的・生理的意義の解明を目指した。 

細胞内温度変化により駆動される細胞機能の担い手としては RNA を選択した。RNA は細胞

内において豊富に存在するだけでなく、タンパク質との複合体（RNP）を形成し遺伝子発現にお

いて主たる機能を担っている。また、複合体形成や線状構造といった特徴から拡散が遅く、細

胞内においても一分子レベルで振る舞いを捉えることが可能である。ストレス時における mRNA

の顆粒形成はダイナミックかつ臨機応変な遺伝子発現調節を担う重要な細胞機能である。とり

わけ、種々の刺激により誘起する RNA 顆粒であるストレス顆粒（Stress granule, SG）は脂質膜

を持たない構造や一時的にのみ形成される構造体といったユニークな特徴を有する。そこでこ

の形成に細胞内発熱が関与するという作業仮説を立てた。本研究では、細胞内における温度

計測や加熱法と細胞内 RNA の直接イメージング解析による SG 形成や内部構造の詳細な観察

を行った。 

  

２． 研究成果 

（１）概要 

 本研究では、細胞内の局所温度変化に着目し、細胞機能、特に RNA が関与するダイナミ

ックな細胞機能にいかに貢献しているかを解明することを目指した。そこで、研究の前半で

は細胞内局所加熱法や細胞内 mRNA・microRNA の一分子観察法の開発に取り組んだ。さ

らに研究の後半では、開発した方法を用いて、ストレス顆粒形成と細胞内発熱の関係の調



 

査とそのメカニズムの解明を行なった。以上のさきがけ研究において、発熱依存的な RNA

顆粒形成や温度操作に対する細胞の応答など、新規性の高い現象を解明し、さきがけ延長

期間においてこれらの検証や新規法への応用研究に取り組んだ。 

 まず、細胞内のネイティブな mRNA の詳細な観察を行うため、内在性 mRNA の一分子イメ

ージング法の開発を行った。蛍光アンチセンスプローブの標的mRNA との結合に伴う拡散速

度の変化を検出することで、定量的に mRNA を解析する方法を開発した。これを用いて、

mRNA の転写や分解を実時間で追跡することに成功した。さらに、明滅型色素で標識したア

ンチセンスプローブをレーザーにより一少数分子のみ蛍光状態へと誘導することで、細胞内

mRNA の一分子追跡法の開発へと発展させた。この方法を用いてストレス環境の細胞内の

mRNA を可視化したところ、ストレス顆粒（SG）を形成する mRNA の一分子追跡を達成した。

次に、翻訳抑制の担い手である miRNA の直接観察を行うため、細胞内における miRNA の

蛍光標識法を開発した。これにより細胞内において可視化した miRNA を一分子レベルで追

跡することにより、細胞内におけるユニークな輸送経路やストレス顆粒への蓄積を発見し

た。 

 さらに、蛍光性ポリマー温度センサーと高感度顕微鏡を用いたストレス環境にある細胞内

温度の計測や、ミトコンドリアからの発熱による SG 形成の観察から、ストレス時の細胞内で

は温度上昇により mRNA が顆粒を形成することを発見した。そこで、赤外レーザーを用いて

細胞内の水分子を直接加熱することで局所的な発熱を人工的に誘起したところ、一細胞レ

ベルにおいて一過的に SG を形成させることに成功した。以上の結果は、ストレスを受けた

細胞内で SG を形成する現象の初期過程は細胞内局所温度変化が担っていることを示して

いる。 

 本研究では、mRNA の顆粒形成に着目して、細胞内の局所的な温度変化が翻訳活性を迅

速かつ一過的に変化させうることを示した。細胞機能発現に温度変化が因子として関与する

現象は新しく、細胞の働く仕組みの解明に新たな視点となると期待される。 

 

（２）詳細 

研究テーマ 1.「内在性 mRNA の定量的検出法の開発」 

 生細胞内におけるアンチセンスプローブの mRNA との

相補結合に伴う拡散運動の変化に着目した新規検出法

を開発し、これを蛍光相関分光法（FCS）により定量的に

解析することにより、生細胞内における内在性 mRNA の

定量化・追跡法を開発し（図 1）、これまで困難であった生

細胞内での mRNA 分解の実時間追跡に成功した。 

研究テーマ 2.「明滅型色素を利用した一分子 mRNA 追跡

法の開発」 



 

 生細胞内の内在性 mRNA 一分子の検出には、高親和性アンチセンスプローブによる可視

化に加えて、高いシグナル／ノイズ比での検出が必要である。そこで、mRNA 一分子の選択

的検出を検討した結果、蛍光色素の明滅現象を利用した一分子検出が非常に有効であるこ

とを発見した。従来の色素を明滅させるには酸素除去分子および強い励起光が必要であ

り、生理的環境では適応不可能であるため、自発的に明滅する色素を開発した。この明滅

型色素群の主たる応用例は確率的光学再構築顕微鏡法（STORM）による超解像イメージン

グであるが、明状態が安定な色素をアンチセンスプローブ

に結合させ、大部分の分子を暗状態へと誘導することによ

り、生細胞内において 20 ミリ秒程度の時間分解能で一分

子 mRNA の検出を達成した。本法による細胞内在性

GAPDH mRNA の一分子追跡の結果、ストレス顆粒内部に

おいて mRNA が運動している様子の観察（図 2）に成功し

た。 

研究テーマ 3.「生細胞内マイクロ RNA（miRNA）の生細胞イ

メージング技術の開発」 

 生細胞内において miRNA を可視化する方法を開発する

ため、特定の箇所を蛍光標識した miRNA 前駆体を生細胞内に直接導入して細胞に内在す

る miRNA 生合成過程により成熟型 miRNA へと誘導する新規法を開発した。生細胞内での

miRNA 生合成過程の進行は蛍光イメージングによる局在観

察、蛍光（相互）相関分光法（FCS, FCCS）による二本鎖解離の

定量的検出により精査し、最適な前駆体と生合成の時定数を

決定した。次に、明滅型色素を用いた一分子追跡（SPT）により

標的 mRNA との結合を確認した後、成熟型 miRNA の一粒子追

跡を行った（図 3）。この結果、miRNA の細胞内でのユニークな

輸送経路やストレス時のストレス顆粒への蓄積を発見した。 

研究テーマ 4.「細胞内局所発熱のリアルタイムイメージング」 

 細胞内における主要な発熱器官はミトコンドリアである。そこで、ミトコンドリアでの発熱を

誘起する脱共役剤により刺激した際の細胞内温度変化を定量的に検討した。その結果、細

胞内温度は刺激後 10-15 分程度で最大 1.0 C 上昇した。一方、グルコース含有量を低減し

た培地にて培養した細胞内において同様の検討を行なったところ、脱共役依存的発熱は大

きく抑制されていた。次に、発熱メカニズムを解明するため、脱共役能を有しながら、膜電位

の脱分極を誘起しない新規脱共役剤を開発し（論文 2）、これを作用させた際の温度を計測

したところ、温度上昇は通常の脱共役時と比較して抑えられていたことから、発熱はミトコン

ドリア内外膜間の脱分極に起因することを発見した。 

研究テーマ 5.「細胞内局所加熱法の開発」 



 

 細胞内局所発熱と細胞機能の関係を探るために生きた単一細胞内に適応可能な人工加

熱法として、赤外（IR）レーザーの照射による加熱法および金ナノ粒子（GNP）への可視光レ

ーザー照射による加熱法の二種を開発した。集光させた IR レーザー（1480 nm）を細胞内の

任意の場所に照射することにより、細胞内局所を一過的に加熱することが可能となった。ま

た、IR レーザー照射時の温度イメージングにより校正することにより、定量的な温度変化の

誘起を達成した。また、 IR レーザーにより形成した人工熱源による温度勾配のイメージン

グも可能であった（図 4）。金ナノ粒子を用いた熱法開発では、細胞内への GNP の導入法の

検討、細胞内局在の観察、可視光レーザ

ー照射時の細胞内温度変化の計測から、

GNP を導入した細胞選択的な局所加熱法

として確立した。開発した細胞内局所加熱

法を用いて、人工熱源による細胞内の温

度分布やそのダイナミクスを検討するとと

もに、局所加熱に対する細胞応答の観察

も行った。 

研究テーマ 6.「ストレス時の細胞内局所発熱依存的なmRNA 応答の解明」（挑戦的取りくみ） 

 細胞のストレス応答において主要な役割を担うストレス顆粒（SG）は RNA とタンパク質の一

時的凝集体であり、迅速な会合・離散や膜を持たない構造などユニークな特性が知られて

いるが、SG 形成開始のメカニズムは不明であった。本研究では、SG 形成機構として細胞内

温度変化に着目した。まず、ストレス時の細胞内の温度計測を行った結果、細胞内温度は

1.4 C の上昇を示した。次に、過剰の温度センサーを導入した細胞内では SG 形成が阻害さ

れることを発見した。温度センサーの熱容量や阻害に必要な濃度、作用時間を詳細に検討

した結果、SG 形成の初期過程に発熱が必要であることを発見した。さらにミトコンドリアの脱

共役や IR レーザー、金ナノ粒子を用いた

局所加熱によりストレス顆粒を人工的に形

成できることを示した。（図 5）以上は、細胞

内の局所温度変化がシグナル伝達機構と

して働いているという細胞生物学における

新しい概念の発見である。 

 

３． 今後の展開 

 本研究で発見した細胞内温度シグナリングは、生体分子の機能解析を主とする従来の生物学

において、温度が細胞機能調節を担う因子であるとの新奇概念であり、生物学において新潮流を

生み出すと期待される。温度変化は生体分子の状態変化を効率良く誘起できるため、臨機応変

な細胞機能発現に有利である。そこで、発生などの短時間に細胞運命が大きく変化するダイナミ

ックな現象において温度シグナリングの貢献を実証することにより、本現象の普遍性と生理的意

義が解明されるだろう。また、RNA顆粒形成以外にも種々の細胞機能が温度変化により担われて

いると考えられる。本研究で開発した細胞内温度の観察・操作法を発展、応用することで、細胞機

能と局所温度変化の関係を幅広く解き明かし、温度シグナリングによる温度生物学を発展させた

い。 



 

 さらに、温度シグナリングは熱を利用した細胞機能の調節法や細胞状態の革新的指標とし

て難治疾患治療、再生医療、人工細胞の創成にも貢献すると期待される。特に、がんについては

古くから温熱療法など熱との関連が示唆されており、がん細胞内の代謝異常や発熱亢進と細胞

内温度シグナリングの関係を解明することで熱を利用したがん細胞進展制御が可能となるかもし

れない。また、本研究で研究した RNA 顆粒の異常は筋萎縮性側索硬化症（ALS）やアルツハイマ

ー病（AD）における神経変性の原因と考えられているため、細胞内発熱と RNP の異常繊維化の

関連を解明することで、発熱による神経変性の抑制が可能となるかもしれない。 

 

４． 評価 

（１）自己評価 

（研究者） 

本研究では、目標としていた細胞内局所温度が司る細胞機能発現の解明を達成した。これ

を遂行するために、まず細胞内局所における（IR レーザーや金ナノ粒子を用いた）局所加熱法

と RNA 分子（mRNA と miRNA）の一分子イメージング法の開発に成功した。次に独自の細胞内

温度計測法、開発した局所加熱法、RNA イメージング法を用いて細胞のストレス時において

RNA が顆粒を形成して一過的に翻訳活性を調節する現象の開始機構として局所発熱が機能し

ている「温度シグナリング」を発見した。この現象における特徴として、細胞内の局所的な熱と

細胞内分子応答のユニークな特徴を見出した。これは予想外の発見であり、細胞内における温

度と生体分子の関係には従来の知見とは大きく乖離したメカニズムが介在することが示唆され

た。そこで、さきがけ研究延長期間においては、これらの技術と発見の物理化学的・生物学的

洞察を深めるため、および応用性の高い新規細胞内温度操作法を開発するため、温度シグナ

リングに関する物理化学的メカニズムの検討、個体や組織における温度シグナリングの検証等

にも取り組んだ。これまでに概ね目標とした解析結果や方法開発を達成できる見込みだけでな

く、温度シグナリングに関する新しい研究の方向性を示唆する結果を得ている。 

本さきがけ研究は、主として研究者本人とそのグループの大学院生とともに進めた。一方で、

細胞内温度の原理や生理的意義の解明を目指した検討では、これまで不慣れであった異分野

における技術や解析を活用する機会に恵まれた。まず、これまで細胞内温度の研究は培養細

胞のみで進めてきたが、領域アドバイザーの杉本亜砂子教授によるご指導のもと、線虫におけ

る検討を開始した。これまでに方法開発と基礎的な検討を達成しており、今後温度シグナリング

の生理的意義の理解に大きく貢献すると期待している。また、細胞内温度や RNA の関与する

現象として細胞質を主たる標的に検討してきたが、梅原崇史研究者とのクロマチンや転写を標

的とした共同研究を通して、細胞機能にとって重要な核機能についても検討を開始する機縁を

得た。細胞内における熱ダイナミクスの検討においては、人工細胞創生の技術の活用を開始し

た。瀧ノ上正浩研究者とリポソームの作成と人工細胞様構造体における温度計測を行うととも

に、熱移動の解析や高分子の相分離の検討を進めている。田端和仁研究者とはマイクロチャ

ンバーアレイを用いた人工微小空間における一過的加熱法を開発し、種々の検討に用いてい

る。さらに、温度シグナリングの分子機構を探索するにあたり、加納ふみ研究者と共同して細胞

内分子組成を劇的に操作した際の温度変動や細胞熱応答の解析を開始した。このほか、他の

多くの領域研究者との共同研究を構想ないし開始しており、今後の細胞内温度生物学や関連

する新規学問の展開に貢献するだろう。これらは当初予定していなかった検討であるが、本研



 

究で提唱する細胞内温度シグナリングを理解・発展する上で必須の研究展開となった。 

 

（２）研究総括評価（本研究課題について、研究期間中に実施された、年２回の領域会議での評

価フィードバックを踏まえつつ、以下の通り、事後評価を行った）。 

（研究総括） 

まず、細胞内局所加熱法や細胞内mRNA・microRNAの一分子観察法の開発に取り組み、

開発した方法を用いて、発熱依存的なRNA顆粒形成や温度操作に対する細胞応答などの新

たな現象を見出した点は評価したい。 

更に、さきがけ大挑戦の延長期間においては、これらの事象の個体における検証のため、

線虫個体内の温度イメージング法開発などに取り組んだ結果、線虫組織等における興味深

い現象も捉えつつあり、大挑戦型として延長／増額した目標の達成も間近と思われる。 

また、国際会議（生理学・量子生命）への招待、バイオサーモロジー研究会や量子生命研

究会への主要メンバーとしての参画など、「温度生物学」として提唱している研究分野が認知

されつつあり、研究活動も拡がりを見せていることから、今後ますますの活躍が期待される。 
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