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研究成果の概要（和文）：本研究では、ドナー・アクセプター色素を基盤とした生体蛍光検出について検討し
た。水溶性ベンゾチアジアゾール・トリフェニルアミン分子にガラクトース・糖質部を導入し、水溶性向上によ
り蛍光度を低下させた後に、ガラクトシダーゼ・糖質分解酵素を添加したところ、蛍光強度の向上が認められ
た。酵素の触媒作用により色素母体より糖質部位が切断されることで、疎水性向上に基づきドナー・アクセプタ
ー色素が発光性の会合体に変化した結果である。本研究成果より、蛍光 OFF-ON 変化により生体蛍光検出の可能
性を見出すことができた。

研究成果の概要（英文）：Fluorescence detection of glycosidase was investigated on the basis of 
aggregate emission of benzothiadiazole-triphenylamine donor-acceptor dyes.  The parent 
donor-acceptor dye, which is fluorescent only in the aggregate state, indicated a decrease of 
emission intensity by introducing galactopyranoside moiety.  In contrast, the emission intensity was
 recovered and enhanced upon addition of galactosidase, which reacted with the galactopyranoside 
moiety to release the fluorescent parent donor-acceptor dye, leading to the emission enhancement in 
the aggregate state.  As a result of the emission enhancement, the galactosidase detection can be 
achieved.

研究分野： 化学
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１．研究開始当初の背景 
 生体蛍光検出では、水系で高い発光特性を
示す有機蛍光色素の簡便で普遍的な開発が
不可欠である。特に、組織浸透性と透過性の
観点から、光学窓領域の赤色から近赤外領域
の長波長発光に注目が集まる。我々は、赤色
及び近赤外有機蛍光色素の最も単純な分子
設計が、ドナー部位とアクセプター部位の連
結であると認識している。ドナー・アクセプ
ター型分極構造に起因して、発光帯が長波長
側に移動することで赤色～近赤外発光が発
現する。しかし、本ドナー・アクセプター構
造は、水系高極性環境下で溶媒和により励起
状態が大きく分極し、消光失活過程が有利に
なる溶媒和消光の問題点を残している。 
 先に当研究室では、アクセプター性ベンゾ
チアジアゾールにドナー性トリフェニルア
ミンを導入した色素が、ドナー・アクセプタ
ー構造にも関わらず、水系極性環境下で効率
的な赤色発光を与えることを見出している。
本ドナー・アクセプター色素は、生体水系に
おいて疎水性相互作用を主な駆動力として
会合体を形成している。つまり、本会合構造
の内部空間は外界の水分子から遮蔽される
ため、水分子の溶媒和消光が効果的に抑制さ
れ、強い発光を示すことができている。この
知見を発展させることで、観測対象分子との
反応前はモノマー消光状態で存在し、これが
観測対象分子との反応により、発光性の会合
体として存在するように変化する分子を設
計開発すれば、新たな生体検出システムが誕
生するはずである。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、ドナー・アクセプター分子を
基盤とした生体蛍光検出の可能性を探求す
る。生体検出対象としては、広く研究され情
報収集が容易な糖質分解酵素に着目した。 
 まず、当研究グループで開発した会合発光
性ドナー・アクセプター分子に水溶性を付与
することで 100% 水系で発光システムを構
築する。次に、本水溶性ドナー・アクセプタ
ー分子に糖質部を導入することで、水溶性向
上によりモノマー消光状態を発現させる。最
後に、消光したドナー･アクセプター分子に
糖質分解酵素を作用させ、糖質部の切断前後
でのモノマー消光から会合発光に変わる「蛍
光 OFF-ON 変化」を評価することで、糖質
分解酵素の蛍光検出に挑戦する（図１）。 
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図１．会合発光による糖質蛍光検出 

 
３．研究の方法 

 本研究は、以下の３段階に沿って遂行する。 
(1) 100% 水中での会合発光の評価： ベン
ゾチアジアゾール・トリフェニルアミンを基
盤としたドナー・アクセプター分子に水溶性
を付与し、100% 水中で会合発光特性を評価
する。 
(2) 糖質部の導入によるモノマー消光の評
価： 上記 (1) の水溶性ドナー･アクセプタ
ー分子に糖質部を導入し、モノマー消光特性
を評価する。 
(3) 会合発光による糖質部切断の蛍光検出： 
上記 (2) の消光したドナー･アクセプター
分子に糖質分解酵素を作用し、糖質部を切断
する。切断前後での、モノマー消光から会合
発光に変わる「蛍光 OFF-ON 変化」を評価す
ることで、糖質分解酵素の蛍光検出の可能性
を探求する。 
 
４．研究成果 
 まず、水溶性官能基を導入した種々のドナ
ー・アクセプター分子を合成し、100% 水系
で会合発光システムを構築した。トリフェニ
アミン・ベンゾチアジアゾールを基盤とした
ドナー・アクセプター分子に対し、水溶性付
与を目的としてヘキサエチレングリコール
鎖の導入を行った。１本のヘキサエチレング
リコール鎖を導入した分子 1 では、極性溶
媒への溶解度が向上しメタノールへの可溶
を示したが、水には不溶であった。100% 水
中への溶解は、２分岐のヘキサエチレングリ
コール鎖を導入した色素 2 で達成できた。
更に、色素母体の疎水性を低下した１本鎖色
素 3 でも水溶性が発現できた（図２）。 
 

 

図２．水溶性蛍光色素 

 
 これらの水溶性色素 2 及び 3 は 100% 
水中で赤色発光を発現し、メタノール中での
消光状態と比べて発光が著しく向上してい
る。メタノール中で溶媒和により消光してい
た分子が、会合体を形成し発光性に変化した
結果である。本会合体形成は、吸収帯の長波
長シフトと発光帯の短波長シフトから支持
され、更に電子顕微鏡観察において 3-5 nm 
サイズの球状会合体の形成が確認できた。蛍
光寿命測定に基づく速度論的解析の結果よ



り、発光発現のメカニズムが会合体形成に起
因した溶媒和消光過程の抑制であることが
判明している。 
 

 
図３．糖質部を有する水溶性蛍光色素 

 
 次に、合成した水溶性蛍光色素にガラクト
ピラノース・糖質部を導入し、水溶性向上に
よるモノマー消光発現を検討した（図３）。
糖質部を導入した色素 4 及び 6 は溶媒の
極性増大に伴い発光帯の長波長シフトと蛍
光量子収率の低下を示し、特にメタノール中
では著しい消光が発現した。糖質部導入にお
いても、母体色素部位のドナー・アクセプタ
ー特性が維持された結果である。水中では、
糖質部の導入前と比較しての蛍光量子収率
の大きな低下が認められたが、完全な消光を
与えなかった。本結果は、糖質部導入により
完全なモノマー解離は進行していないが、会
合体の安定性は大きく低下したことを示唆
している。電子顕微鏡観察及び光散乱測定に
おいて、明確な会合体の形成が確認できなか
った結果からも、会合体の安定性低下が支持
されている。以上の結果より、水中において 
はモノマー消光を示さなかったが、発光強度
の差よりが識別可能であることが示された。 
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図４．色素 4 の酵素添加後の蛍光スペクト
ル時間変化 
 
 最 後 に 、 上 記 の 知 見 を 基 に  β
-galactosidase・ガラクトース分解酵素の蛍
光検出を検討した。色素 4 の PBS 溶液に 
β-galactosidase を添加したところ、蛍光
スペクトルの時間変化が認められた（図４）。
蛍光強度が増大し、蛍光量子収率は 0.05 か
ら 0.08 まで向上した（図５上）。飽和した
発光スペクトルがガラクトース部を有しな

い 5 と一致したこと、更に発光帯が短波長
側にシフトしたことより（図５下）、ガラク
トース部が切断されたことが示唆された。更
に、色素 6 を用いたβ-galactosidase の蛍
光検出では、量子収率が 0.03 から 0.10 ま
で約３倍に向上することに成功した。以上の
結果より、蛍光強度の変化による β
-galactosidase の蛍光検出の可能性を見出
すことができた。 
 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 30 60 90 120 150 180

F
L 

qu
an

tu
m

 y
ie

ld

Time (min)

4

5

 

647

649

651

653

655

657

0 30 60 90 120 150 180

λ e
m

(n
m

)

Time (min)

4

5

 
図５．色素 4 の酵素添加後の量子収率と蛍
光波長の時間変化 
 
 今後は色素の疎水性と親水性の調整によ
り、酵素添加前では顕著なモノマー消光を示
し、酵素添加による糖質部位の切断後には発
光性の会合体に変化できる系を見出すこと
で、糖質分解酵素の蛍光検出に繋がる。本研
究は、単純な色素基盤を用いて、「蛍光 
OFF-ON 変化」で糖質分解酵素を検出する基
礎的な研究内容であるが、糖質分解酵素に留
まらず様々な生体蛍光検出への応用可能性
を秘めた研究でもあり、基礎から応用までの
一貫した研究の基盤を確立できると考える。 
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