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中性⼦とホウ素の反応を利⽤した�
細胞レベルでのがん治療法�
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既存のホウ素剤 と 新規ホウ素製剤OKD-001�
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新規ホウ素製剤（OKD-001）の新規性�

１．混合のみの短時間で簡単な製剤法�
�
２．治験中DDSを⽤いた臨床応⽤可能なホウ素剤�
�
３．Protein Xを介した「がん細胞特異的」取り込み�
�
４．岡⼭⼤学から単独での特許出願済み�


