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とで 試 み た 結果，両者共 An ．の 効力 は， 本来 の 遺

伝的雌雄間で は 同 じで あ り，濃度 の 低 い と こ ろ で は

norma1 雌 よ り大 き く，　 papillar 　processes を誘

導す る 50％ Effective　 Dose は normal 雌 よ り

や や低 い こ とが わ か っ た 。 以 上 よ リメ ダ カ の 卵巣 に

は 外 部 か ら与 え た雄性 ホ ル モ ン に 対す 5 桔抗作用が

あ る と え る 。

性ホ ル モ ン ICよる金魚の 性分化の転 換 と雄 ヘ

テ ロ の 立証

山 本時 男 ・梶 島 孝 雄 （名大 ・理 ・生 ）

　金魚 の ふ 化 2 日後 か ら 2 ケ 月 に 亘 っ て ，メ チ ル テ

ス トス テ ロ ン 　（25μg！g耀 餌料）　を経 1
−
コ投与 し ，そ

の 後は 正常餌が飼 う と，成 育 した 魚 の ほ とん ど全部

（37138） で オ ス （AI3 ♂ と 略す） に な り，逆 に エ

ス トロ ン （100Ptg／gm ） で は 成熟 し た 魚 の 全部 （96！

96） が メ ス （E ♀ ♀ ） に な っ た 。 両実験 の 対照群 は

♀ 二 εが 1 ： 1 で あ っ た 。
M ♂ S7 尾 を 1尾 つ つ 正

常 ♀で 検定交配 をや っ た 結果， 6 尾 の 子 ど もは ♀ ；

♂が 1 ： 1で あ っ たが， 1 尾 の 子 は メ ス ば か りで あ

っ た。後 者の M3 は 遺伝的 ♀ （XX ） が 男性 ホ ル モ

ン で オ ス に な っ た もの と考 え られ る。ま た E ♀ ♀12

尾 を正 常 6 で 検 し た 結果11尾が か な りの 子孫 を残 し

た 。 そ の 中 7 尾 の 子 は ♀ ： ♂が 1 ： 1 で あ っ た が ，

4尾の 子 は 1 ： 3 で あ っ た 。 す なわ ち E ♀ ♀の 4 尾

は 遺伝的 ♂ （X め が女性 ホ ル モ ン で ♀に な っ た も

の で あ る 。 金魚 で も両方向 の 性分化 の 転換が出来 た

が， こ れ ら の 結果 か ら金魚 で は ♀が XX
， ♂が XY

で あ る こ と が 始 め て 立 証 さ れ た。魚 に は ， ♀ ヘ テ ロ

（WZ ），♂ ホ モ （ZZ ）の もの もあ るが も し も金魚 で ♀

ヘ テ ロ と考 え る と実験結果 と 全 く矛盾 す る 。

d・rR メ ダカ 胚 の 遺伝的性の 判 定方法

竹 内邦輔 （愛知学院大
・
生物）

d −rR メ ダ カ は LL 本 （1953） に よ っ て 確 立 さ れ た

白 雌 （X 「X つ　と緋雄 （X 「
　YR） よ りな る 系統 で あ

る 。
こ こ で R は カ ロ チ ノ イ ドの 黄色色素胞 内沈着

に 必 要な遺伝子 で ，R お よび その 劣性遺伝子 r は

性染 色体 X あ る い は y 上 に あ る。　こ の 系統で は

R と r の 交叉 や，常染色体 と性染色体 間 の 性因子

の 不均衡に よ る Y一連関遺伝の 乱 れ は 1 ％ 以 下 で あ

る （山 本，1963） の で ，体色 に よ っ て そ の 遺伝的性

を判定で きる が ，い ま ま で は ふ 化後 で な い とそ れ が

で きな か っ た。しか し受精 直後 に 卵 黄内 に 赤色 力 ロ

チ ノ イ ド を注射 し て お く と，緋 メ ダ カ に お い て は こ

の カ ロ チ ノ イ ドに よ っ て 胚脊部が着色 し て くる の で

こ の 現象 を 用 い て 胚 の 遺伝的性 を判定 す る 方法 を考

案 し た。そ れ に よ る と．90％ 以 上 の 確 率 で 判定 で き

る e

無 尾両 生類の 2 倍性卵核発 生につ い て

内堀雅行 （広 大 ・理 ・動 ）

　 2 匹 の トノ サ マ ガ エ ル の 雌 親 か ら得 た卵 を，紫外

線 照射 し た Rana 　PiPiensの 精子 で 偽受精さ せ た後

冷 却 し て 第 2 極体 の 放 出を抑 え て 多数 の 2 倍性卵 核

発 生 個 体 を 得 た 。 対照区 と し て トノ サ マ ガ エ ル の 正

常受精卵 と，正 常受精後実験区 と 同様 に 冷却 し た も

の と を 作 っ た 。 fi　1 の 雌 親 の 正 常受精 で は 卵割卵 の

約82％，第 2 の 雌親 で は 約 98％が 変態 し た 。
こ れ に

対 し て 実験 区 で は ，対照区 とほ ぼ 同 じ時期 に ，卵割

数 の 約 12％ が変態 し た 。 し か し第 2の 雌親を使用 し

た実験 区 で は ，発育不 良 の た め ，こ の 時期に な っ て

もな お 変態 し な h 個体が 卵割数の 約 13％ あ っ た 。 実

験区 の 発生 個 体は ，幼生期 に 尾端部 で 染色体数 を し

らべ た と こ ろ ，
173匹 中170匹 は 2 倍体で あ っ た 。 残

り 3 匹 は ， 2匹が 71
−2rt，　 1 匹が 37 〜 で あ っ た 。 変

態す る ま で 成長す る卵核発生 2 倍 体 の 個体数が 対照

区よ りも著 し く少な い の は ，卵 の冷却処 理 と ， 遺伝

的 に 強 度の ホ モ に な る 事 に よ る と思 わ れ る。

ウシ ヵ エ ル の 雌雄 同体の 出現 率

岩沢 久 彰 （新潟大 ・理 ・生 物）

　新 潟市郊外 の 鳥屋野潟 か ら採集 し た 体 長 6．2−

18、　3c〃 1 の ウ シ ガ エ ル 381匹 の うちに 1倒匹の 雌雄同体

を 発見 し た 。 こ れ らは す べ て 卵 巣 か ら精巣 へ 転換中

と思 われ る 性巣 を持 つ が，過 半数 の 個体 で は 卵巣組

織 に 退 化 的傾 向 が み られ ず，ま た 10匹 で は 精 巣 化 は

左 の 卵巣 か ら始 っ て お り， こ れ らは Rana の 雌雄

同体 に 関す る従来の 報告 と 異 な る点 で あ る 。 雌雄同

体 の 鼓膜 の 大 きさは ，体 長 10cm 以 上 の もの で は ，
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発達 は や や お と るがす べ て雄 タ イ プ で あ る 。 指 た こ

の 発達 は雌雄 の 中間 よ りも幾分雄 の そ れ に 近 い 。卵

管 と 子宮の 発達は
， 大体 に お い て 卵巣組織の 量 と卵

の 発達の 程度 に 関係 し て い る。雌雄 同 体 は前年 の 夏

に 変態 し た 3 年目蛙 に 多 くみ られたが，成蛙に 限 っ

て も，本種 の 雌 雄同体出現率は 知 られ て い る 限 りで

は 日本産両生類 の うち で は 最高 で あ る 。

ト ノサ マ ガエ ル とダル マ ガ エ ル の雑種 お よび

その 子孫における染色体異常

西 岡 み ど り （広 大 ・理 ・動 ）

　 トノ サ マ ガ エ ル と ダ ル マ ガ エ ル との 正 逆雑種 の 5

ち ， 雄 は ほ とん ど完全 に 繁殖不能 で あ る が，雌 は か

な りの 程度の 繁殖能力を も っ て い る 。 こ の 雌 を ト ノ

サ マ お よ び ダ ル マ の 雄 と も ど し 交雑 し て 得 られ る 雑

種 第 2 代 の 雌 は，一
般 に 第 1代め雌よ りも繁殖能力

が 多少改善 さ 才し る 。 雄 もま た あ る 程度の 繁 殖 能 力 を

もつ が ，
こ れ に は 大 きな個体差 が あ る 。 ト ノ サ マ と

ダ ル マ の 核 型を，純粋種 お よ び雑種 の 幼 生 の 尾部の

細胞 で 比 較す・る と， 各 染色体 の 型 は 極 め て 類 以 し て

い るが ，大 きさ に は 著 し い 差があ っ て
， ダル マ の 染

色体 が 小 さい
。 正 逆雑種 の 第 1 代 と第 2代 の 5 ち，

外観 の 正常 な幼生 の 核型 も し らべ た と こ ろ，第 1代

は ，ほ と ん ど 2 倍 性 で 両種 の 染色体 の 各 正組 を も つ

が ，第 2 代で は こ れ とほ ぼ同 様 な核型を有す る 個体

の ほ か ， 少 な く と も大 型 染 色体 が 完全に 対 に な る も

の ， Inonosomlc ，　 trisomlc ，’3倍体な どの 個体が

多数あ ら わ れ ，ま た　minute 染色体 をもつ もの な

ど が多 くみ られ た 。

シ ュ レ陣ゲル アオガエ ル と モ リア オ ガ エ ル の

核型 につ い て

奧本 均 （広島大
・理 ・動物）

　 日本産 Rhacep ］tortts 属 の シ ュ レーゲル ア オ ガ エ

ル と モ リ ア オ ガ エ ル の 核型 を，軸 た ま じ ゃ くし の コ

ル ヒ ヂ ン 処 理 後，そ の 尾端部 を用 い て
， 水処 理 お し

つ ぶ し法 に よ る プ レパ ラー トで 調 べ た。
・・両 種 の 核 型 は 酷 以 し，染色体数 は 26で

， 大 形染色

体 5 対 と小形染 色体 8 対 か らな る。 染色体の 5 ち，

大 きさ の 順で No ・10 と No ・12 は 中部動原 体 型，

他 は す ぺ て 次中部動原体型 で あ る 。両核型を詳細 に

比 較 す る と，シ ュ レ ーゲ ル ア オ ガ エ ル の No，7 染色

体 の 長腕 に は 顕著な第 二 次狭窄 が あ るが ，モ
1
丿ア オ

ガ エ ル に は ない 。 ま た モ リ ア オ ガ ェ ル あ No ．12染色

体 の 長腕 の 端 に は 付随体があ る が， シ ュ レーゲ ル ア

オ ガ エ ル に は 認め られ な い
。

’
さ らに 両種 の 各染色体

の 長 さ と形 を，そ れ ぞれ の 相 対長細 よ び動 原体 の 位

置に よ っ て 比較す る と，13対 の う ち 8 対 に 有意差が

あ っ た 。 　　
』
　　　

、 意 ユ 　　　　　　　
噛

シ ョ ウジ ョ ウバ エ の 孵化率 にお よ阪 す中性子

の 影響

塩見敏男 （長 崎 大 ・医 ・原 研 ・遺）

　 キ イ ロ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 野生型 Canton −S 系

統 を材料 と し て ，孵化 に お よ底す 14．1Mev 中性子

の 影 響 を調 ぺ た。羽化後 24時閙 の 雄成虫に線量 445
− 2000rads を 照射 し，　 1 雄 に 対 し て 羽化後 3 日の

処 女 2 雌 を 交配 ，
24時間 ご と 5H 問に わ た る ブ ル

ー

ドを と っ た 。

　未孵化率 に 関 す る プ ル
ー

ドパ ターン をみ る と，非

照射対照群 で は あま り変動がな い 。

一
方 ， 照射群は

何 れ も照射時に お け る 成熟精子 か ら未成熟精子 の 段

階 に か け て 率が低 下 し ， 精細胞時 期 か ら精 母細胞 時

期 に か け て 増加 が い ちじる し い 。 照射群 の 未 孵 化率

の うち，対照群の 未孵化率 を差 し引 い た残 りが 中性

子照射に よ る影響 の ため と推定され る が，こ の 中に

は い わ ゆ る優性致死 突然変異 に よ る死 ilNの 他 に ，中

性子 照射 に 起囚す る 不受精卵 の 混在 し て い る こ とが

考 え られ る。し か し なが ら，発生 初期の 致死卵 と不

受精卵 との 区別 は，細胞学的 に 調 べ ない がぎ り困難

で あ る 。

“ c 内部照射に よるカ イ
予
…動 突然変異 誘発 実

験

仲尾善雄 ・町田　勇 ・樫 田 義彦 ・新井清 彦

　　　　　　 （放医研
・遺伝 ・環境衛生）

　内部照射 に よ る 放射線 の 遺伝的影響に つ い て の 研

究 は 少い 。 本研究は放医研環競衛生研究部 に お け る

14C
の 研究中

1
℃ 02 の 植物 に 及 ぼ す研究 の

一
環 と し

て
1，CO

！ を桑に 吸収同化， と れ を カ
「
イ コ に 与 え て
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