
⽂部科学省と国⽴⼤学附置研究所・センター 個別定例ランチミーティング

第55回 京都⼤学 ⽣態学研究センター（2023.8.25)
12:05－12:10（5分） ︓センターの概要

センター⻑ 中野 伸⼀

12:10－12:25（15分）︓若⼿研究者からのプレゼン
「植物の環境認識の多様性と進化」

⼭尾 僚 教授
「寄⽣⽣物による⽣物機能創発機構の解明と制御への基盤研究 」

佐藤 拓哉 准教授

12:25－12:45（20分）︓質疑応答



琵琶湖調査船「はす」 圃場研究施設

安定同位体⽐解析システム

多様な⽣態学および関連環境科学研究に対応する研究施設

遺伝⼦解析システム
（https://jp.illumina.com/system
s/sequencing-
platforms/miseq.html）





 過去2年間の拠点活動およびセンター教員活動がNHKのテレビ番組として放映されたケース
1. 2022年5⽉8⽇、「ダーウィンが来た（カマキリ編）」︓佐藤拓哉准教授
2. 2022年12⽉29⽇、NHK BSプレミアム、「超進化論 特別版（１）植物からのメッセージ 地球を彩る驚異
の世界」︓髙林純⽰教授（現在は名誉教授）

3. 2023年7⽉25・26⽇、NHK World－Japan、Exposing the Bacterial Enigma of the Lake - Microbial Ecologist Yusuke
OKAZAKI︓岡崎友輔助教（当センターで博⼠学位取得し、京都⼤学化学研究所に就職後、現在も琵琶湖研
究を継続）、中野伸⼀教授

 過去2年間の拠点活動およびセンター教員活動において発表されたIF10以上の論⽂
1. Fujita, Toju et al. (2023) Alternative stable states, nonlinear behavior, and predictability of microbiome dynamics. Microbiome (IF, 15.5) 11:63 

https://doi.org/10.1186/s40168-023-01474-5

2. Sugimoto, Takabayashi et al. (2023) Identification of a tomato UDParabinosyltransferase for airborne volatile reception. Nature Communications (IF, 16.6) 
https://doi.org/10.1038/s41467-023-36381-8

3. Yajima, Toju et al. (2023) Core species and interactions prominent in fish-associated microbiome dynamics. Microbiome (IF, 15.5) 11:53 
https://doi.org/10.1186/s40168-023-01498-x

4. Jiang and Nakano (2023) The crucial influence of trophic status on the relative requirement of nitrogen to phosphorus for phytoplankton growth. Water
Research (IF, 12.8) https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118868

5. Zheng et al. (2023) Cropland intensification mediates the radiative balance of greenhouse gas emissions and soil carbon sequestration in maize systems of 
sub-Saharan Africa. Global Change Biology (IF, 11.6) https://doi.org/10.1111/gcb.16550

6. Santangelo, Ohgushi et al. (2022) Global urban environmental change drives adaptation in white clover. Science (IF, 56.9) DOI: 10.1126/science.abk0989

7. Gurmesa, Koba et al. (2022) Retention of deposited ammonium and nitrate and its impact on the global forest carbon sink. Nature Communications (IF, 16.6)
https://doi.org/10.1038/s41467-022-28345-1

8. Nakamura, Ishida et al. (2022) Tree hazards compounded by successive climate extremes after masting in a small endemic tree, Distylium lepidotum, on 
subtropical islands in Japan. Global Change Biology (IF, 11.6) https://doi.org/10.1111/gcb.15764



DIWPA activities

37の国／地域から435

（現在はPDF化）



京都大学生態学研究センター
佐藤拓哉

寄生生物による生物機能創発機構

の解明と制御への基盤研究



地球上の生物種の40%は寄生生物
(Dobson et al. 2008 PNAS)
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すべての野生動物は少なくとも
1種の寄生生物に寄生されている



寄生生物は宿主の行動を操作する
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http://www.monmouthschool.org

特定の時間・場所
への誘導

寄生者：線虫・真菌

ボディーガード

寄生蜂の子

宿主
Takasuga et al. 2015 J Exp Biol

寄生蜂の子

宿主：クモ

頑健な巣作り

Libersat et al. 2018 Front Psychol

吸血頻度の上昇

マラリア原虫→

人類にも難しい行動制御
によって生物機能を創発

▼
破壊的イノベーションの源泉！



ハリガネムシ類による宿主の行動改変が
生態系レベルの機能創出に至ることを
世界で初めて発見・実証
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◼ 学振SPD
◼ 白眉プロジェクト 特定助教



ハリガネムシ類による宿主の行動改変が
マクロな生物機能（＝エネルギー流）を創出する

Sato et al. 2011 Ecology 5

◀内水面重要魚種

▶自然の力を利用した持続的な魚類資源管理
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宿主操作の生態系レベルの機能創出を実証
▶生態系管理・再生に知識基盤

一次
生産

物質
循環



異分野融合プロジェクトを開始

ハリガネムシによる宿主操作の分子・神経
機構から生態系レベルの機能創出まで
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ゲノム科学
神経生理学
数理生物学
制御工学

IF = 10.5

IF = 5.3
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Obayashi...& Sato (2021) Current Biology [IF = 10.9]

水平偏光走性の上昇が入水行動を生起する鍵！

水平偏光に誘引された個体の割合

感染個体で
水平偏光走性→

水平偏光の強い
池に入水！
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一般社会・次世代へのアウトリーチ

https://youtu.be/DJiXN90862M
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「宿主操作」を
研究モデルに据え
た異分野融合研究
領域の確立！

寄生生物による生物機能創発機構

の解明と制御への基盤研究（2022年～）



Japan:
U of Kyoto, U of Tokyo, 
RIKEN
Taiwan:
National Taiwan U.
UK:
U of Bath, Sanger 
Institute
Spain: U of Balcerona
Canada:
U of British Columbia
USA: U of New Mexico
New Zealand: U of Otago

Nematomorph Genome Consortium（2023年～）

▷ 中核研究グループとして参画中

https://earth.google.com


