
　9歳の時に、「脳と心」を特集したテレ
ビ番組を見て強い衝撃を受けました。考
えることもスポーツができるのも、夢を
見るのも脳があるからなのだと知り、自
身の行動を支配する脳に興味を持ち、研
究者になりたいと思うようになりまし
た。勉強一辺倒な子どもだったと思われ
るかもしれませんが、9歳から18歳まで
飛び込み競技に打ち込み、全国大会にも
出場しました。怖くて痛かったので楽し
い思い出は多くはないのですが、きれい
に入水できると水に迎え入れられている
感覚になれるのが快感でした。
　睡眠を研究しようと決めたのは小学生
の時です。夢を見るのが好きでしたが、そ
の理由や睡眠そのものが解明されておら
ず、自分で研究しようと思ったからです。
中学ではお笑い芸人や宇宙飛行士を目指
したこともありましたが、高校の生物の
先生のおかげで初心を思い出し、脳の研
究者を志して大学に進学しました。

　大学4年の時にスライスパッチクラン
プ法という手法を用いて、欠損すると睡
眠障害をもたらす「オレキシン神経」の活
動電位を自分で取ることができたときは
感動しました。また、レム睡眠中に脳幹
で発生する脳波の一種である「PGO波」
を、世界で初めてマウスの脳で見つける
ことにも成功しました。PGO波の研究は
1950～60年頃から盛んに行われ、猫
やラットの脳では見つかっていました
が、遺伝子操作が可能なマウスには存在
しないと考えられていました。そのPGO
波が見つかったことをきっかけに、マウ
スも夢を見ていることを証明したいと思
うようになりました。
　最終目標は、夢を見る生理的な意
義の解明です。マウスの夢見を
証明できれば、将来的にはヒ
トにも応用できるのではない
かと考えています。夢は脳の
どこかに保管されている自身

の記憶を基に作られてい
ると思って

います。夢を見る目的は記憶を消去する
ためなのか、増強するためなのか、関連付
けるためなのかまだわかっていません。
夢で遠い昔の記憶がよみがえることもあ
りますが、思い出すということは、そこに
電気信号が伝わり、脳が活性化されてい
るということなので、今後は夢と記憶の
関係についても調べていきたいです。

　研究者は任期や労働時間などの問題が
ありますが、自分が知りたいと思ったこ
とを納得がいくまで追求できる幸せな職
業です。私は夢の研究をすることが運命
だったと思っています。今となっては、睡
眠の研究者以外の職に就いている自分の

姿は想像できません。
　　5年後にはマウスの夢見を証明

し、10年後にはそのメカニズム
を解明することで、なぜ夢を見る
のかという難題の解決に少しでも

近づいていたいですね。楽しい夢
を見る人にはポジティブ思考が多い
ようです。空を飛んで楽しい、推しの

アイドルに会えてうれしい…そ
んな夢をたくさん見る私
は、この先も「夢を見るメ
カニズムを解明する」と
いう自身の夢をずっと追
い続けていきます。

創発的研究支援事業（FOREST）
「ディープラーニングを用いたマウス夢見証明への挑戦」

脳研究者の道へ進むきっかけは？
脳に支配されている自身の存在
テレビ番組が人生の転機に
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どんな研究をされていますか？
世界初マウスのPGO波を発見
夢と記憶の関係について探求中
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常松さんにとって研究者とは？
知的好奇心を追求できる
好きを貫ける幸せな職業
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Profile

出身地である鳥取県は、冬の味覚の王様
「カニ」の消費量日本一。「蟹取県」に改名!?

（TEXT：
 JST広報課 小倉一恵）

マウスに画像を見せ
る装置。睡眠中に同
じ画像の夢を見てい
るかを調べます。

科学人
さきがける
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