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研究成果の概要（和文）：　本研究では、生体内で機能する複数のRNAの同時検出を可能にする、マルチカラー蛍光核
酸プローブの開発を目指した。本研究では、蛍光核酸プローブを効率的にマルチカラー化するために、すでに複数色の
誘導体が知られている緑色蛍光タンパク質(GFP)の核をなす蛍光色素を用いた。さらに、この色素を標的核酸との結合
に伴って光らせるため、起案者らが過去に開発したDNA三重鎖形成に基づく蛍光検出系を応用した。
　その結果、種々のGFP色素を導入した蛍光核酸プローブの合成に成功し、モデルとなる標的核酸存在下において三重
鎖形成させ、蛍光をoffからonへ変化させ検出することに成功した。

研究成果の概要（英文）： In this study, we tried to develop multicolor fluorescent nucleic acids probes 
for the simultaneous detection of a number of functional RNAs. In order to effectively develop multicolor 
fluorescent probes, we focused on GFP fluorophores. Since several GFP fluorophores derivatives are 
already known , so that we expected using these fluorophores makes development of multicolor fluorescent 
probes much easier. To develop fluorescent turn on probes, we used our previous fluorescent turn on 
system based on DNA triplex formation.
 we achieved synthesis of several fluorescent nucleic acids probes that show fluorescence upon binding to 
target nucleic acids.

研究分野： 生物有機化学

キーワード： 蛍光核酸　三重鎖DNA　RNA　緑色蛍光タンパク質　GFP
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