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酵母遺伝学の 発展 と共 に

大嶋　泰治

お　 い 　た　 ち

　私は昭和 7年の 生まれ で あ る．もの こ こ ろ付い た頃は

軍国主義と戦争の さなか に あ っ た が，中国 地 方 の 盆地 の

村で 小 さな造 り酒屋 を営む生家で は ，戦火は遠い ニ ュ
ー

ス で あっ た．蒸米の湯気 と新酒 の 香 りで新春を迎 え ， 芽

吹きの 春に は 野 山に遊び ，夏は盆地 を貫 く清流で 泳ぎ，

秋には田畑 の収穫を手伝 っ た．小学校 の こ ろか ら模型飛

行機 に熱中し，宇宙を考え，ラジオ と写真にも手 を染め，

ひ とか どの 科学者気取 りの 少年時代 で あ っ た．反面，
一

夜漬けの 試験勉 強 の ほ か には ， 学校教科に 力を入 れ た憶

えはない ．高校を卒業 した の は戦後の 色濃い 昭和 26年で

あ り， なん とな く憧れ て い た航空技術者 へ の 道は敗戦で

閉 ざされて い た．仕方 な く父 の 言 に従 っ て ，酒造 技術 の

習得 に大阪大学 の 醗酵 工学科を受験 した．それ も
一
度限

りの 受験 で ，失敗 し た ら高卒 の まま で 酒造業を継 ぐつ も

りで い た，物資 に 不足 し て い たそ の 頃は ，酒造家は 地域

の 殿様 で あ っ た，

　大学 へ の 進学は酵母 の勉強の た め で あっ た．父 の 一途

の 言に 素直に従 っ たま で で ある．そ の 頃 の 清酒 業界 は，

古来 の 生翫 （山廃翫）か ら速醸翫 へ の 移行の さなか に あっ

た．ほ どよい 水 と米に恵まれ て い た 父に とっ て，唯一つ

の 心配事は，そ の 筋か ら配布され る酵母 に あっ た ．そ の

素性 は もとよ り雑菌汚染の判断もつ かない の で ある，

　運 良 く入 学試 験 に 合格 し た 私 は ，阪急塚 口 に歯科医院

を構 え て い た叔父 の家 へ ，当然の 如 く居候し，迷惑を か

けなが ら石 橋 の 教養部 へ 通 い は じ め た．卒業 した ら家に

帰るつ もりで あ っ た か ら，入学当初は教科の履修 も気ま

ま で あ っ た，しか し こ の 考えは 日が 経っ に つ れ て変わ り

始 めた．帰郷の 折に 車窓か ら見 る灘 の 酒蔵に，井 の 中 の

蛙 で ある こ とをまず痛感 した，枚方 の 火薬庫跡 で初 め て

専門の 講義を聴 き，つ づ い て 東野 田 キ ャ ン パ ス で の 実験

科 目に ，模型飛 行機 とは違 っ た面 白さを覚えた．卒業研

究 に 及 ん で は ，研究者 へ の 道を考えるよ うにな り ， 帰郷

の念は さらに 薄れた ．それ でも父 へ の 遠慮があ り，さし

ず めも う少 々 勉学を と大学院 へ 進学 した ．

　酵母 の勉強が 目的で あ っ たか ら，卒業研 究は小田 雅夫

先生 の菌学研究室 へ 入れ て頂 い た，そ こ で は清酒酵母 の

研究が行われて い た か らで ある，特 に衰退 の 方 向 に あ っ

た生翫醪 か ら分離 され た Saccharomyces　reの 株 が多数保

存さ れ て い た ．それ ら酵母株 の 保存中の 形質変化を調べ

る こ とが 私 に与え られた課題 で あ っ た．保存条件の 如何

に 関 わ らず ， 植 え継 ぎを重ね るとさま ざまな形質に変化

を生 じ，呼吸能 を欠 く細胞が頻発 した．一
方 で，研究生

として 在籍 して い た先輩の 若林謙太郎氏が，生翫醪 よ り

分離 された酵母株 か ら，子 嚢の 熱処 理 に よ る
一

倍体株 の

分離を行い ， 交配 を試み て い た．そ の 手伝い を させ て 頂

い た の が私 の遺伝学 へ の 入 り 口 で あ っ た ，そ の 初歩的な

実験を通 して ，後年の研究の 基となる遺伝学的思考と感

覚を学ん だ．当時の 発酵工 学界で は，遺伝 学は フ ロ ン テ ィ

ア の
一

つ で あり，積極的に優良株を創 り出す こ とに魅力

があっ た．

　こ の 小 田研究室 は 間 もなく先生の こ退 官 で 消滅 し，大

学院では発酵生理学の 照井堯造先生 の 研 究室 へ 入れ て頂

い た ．生 翫醪 よりの 酵母株と共 に で あ る．しか も都合よ

く，私 の 参加 を待 っ て い た か の よ うに，照井研に de

Fonbrune 型 の ミク ロ マ ニ ピ ュ レ
ー

タ
ー

が導入 され て い

た，念願 の 四分子分析 による本格的な酵母 の 遺伝学が可

能 とな っ た の で ある．またそ の 頃 ， 講師に就任 されたば

か りの 岡 田 弘輔先生が ，
マ ル ト

ー
ス に 対す る酵 母 の 適応

現象につ い て ， 細胞 レ ベ ル の 解析をされ て い た，私も重

複 したマ ル ト
ー

ス 遺伝子 の 遺伝 子 型分析 で お 手伝い をす

る機会に恵まれ た．こ れが博士課程で の 「酵母 の糖醗酵

性遺伝 に 関す る研究」 とな り，そ の 後の 主要 テーマ の
一

つ で ある遺伝子発現制御系 へ の 下地 とな っ た．

サ ン トリー硬究所で は

　大学院博士課程在学中の あ る 日，サ ン ト リ
ー社 （当時

は 株式会社寿屋） へ の 入 社が決 ま っ た ．ウイ ス キーと ワ

イ ン で 日本を代表する 当社は ，酵母 の研究は粗略に は し

な い だ ろ うと考 え た か らで あ る．ま た結婚 を控 え て 収入

も必要で あ っ た，何よ りも当時の佐治敬三専務の ご理解

と，研究部長をされ て い た楠本四郎氏 と技術担 当常務で

あ っ た本多久 吉氏 の ご厚意があっ た ．こ うし て 昭和 34年

4 月か らサ ン ト リ
ー社員となっ た が ，大阪大学 で 研 究を

続け，大阪市の 堂 島にあ っ た研究所に移 っ た の は昭和 36

年の 4月 で あ っ た．

　そ の 頃の サ ン ト リー
研 究所 は ま こ とに 自由闊達な雰囲
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気に 包まれ ，い くらか の 責任 を果 たせば，比較的自由な

発想で研究が で きた．そ こ で 大学時代か らの 延長 で ， 酵

母 の マ ル ト
ー

ス 適応 の 研 究を続けた．環境変化に対応 し

て微生物が い かに遺伝子機能を変化するか の 理解が，発

酵工 業に 大 変重要 と考 えたか らで ある．特 に，デ ン プ ン

質を原料 とする醸造に は ，酵母の マ ル トース へ の適応機

構 の 理解は 欠 か せ な い と思っ た ．そ の 過程で マ ル ターゼ

活性の簡便な検定基質とされ て い た α
一methylglucoside

が ，実は マ ル ターゼ で は なく，い わゆ る イ ソ マ ル ターゼ

によ っ て加水分解され る こ とを知 っ た．また重複するマ

ル ト
ー

ス 遺伝子 が 互 い に機能的に補 い 合 うこ とを発見

し，個々 の マ ル ト
ー

ス 遺伝子 が 2 つ 以上 の 機能単位か ら

なると考察した．こ の こ とは後 に判明 した遺伝子構造か

ら当然期待 され る こ とで あ っ た，しか しこ の マ ル タ
ーゼ

系は，こ の ような系 自体の 複雑 さと，表現型決定の 煩雑

さか ら ， 適応現象の 解明 に は不適 当 と考えは じめた．基

本的原 理 の ま っ た く不 明な当時としては，実用か ら
一

時

離れ て も， 解析 の 容易な現象 を研究対象 とす べ きで ある

と思 っ た．

カーボン デール で の 留学生活

　そ うこ うする うちに ，照井先生 の ご紹介で，昭和 38年

の 9月 か ら40年 の 6月ま で ，米 国イ リ ノ イ 州 カ ーボ ン デー

ル の南イ リノイ大学，生物学研究所の Carl　C．　Lindegren

先生の 下 へ の留学が実現し た．そ こ で 欧州回 りの経路を

と り，パ リ近郊の Gif−sur −Yvette で行われた第 2回国際酵

母遺伝学集談会と，オ ラ ン ダの ハ
ーグ で 開催 され た第 11

回国際遺伝学会議に参加 し た，適応現象に 対する欧米の

学者達の 考えを学び た か っ た の で ある．しか し当時 の 酵

母遺伝学は い ま だ 揺籃期 に あ り，ま た 初め て の 外 国経験

とあり，戸惑 い と消化 不良で ，これ とい うア イデア には

到達 しな か っ た．

　カ ーボ ン デー
ル で の 生活 は，日本か ら直行 して き た妻

と長女を迎 え て ， 今思 うと人生 で
一

番屈託 の な い 楽 しい

時代で あ っ た．Lindegren先生は音に聞 こ えた頑 固者で

あ っ たが ， 研究室は ミセ ス が取 り仕切 り， 酵 母をモ デル

生物に引き上げるために，遺伝子連鎖地図 の 作成に 打 ち

込んで い た．ボ ス ドク の Ernes［Shult博士 （そ の 後 Kan −

sas 　State　University数学科教授）が 四分子分析資料よ り

の 連鎖値計算式 を考 え，私 は ethylmethane 　sulfonate に

よる突然変異株の 分離 と連鎖分析 を行 っ た．以前行 っ た

α一methylglucoside 資化性遺伝 子 の 分析 の 如 く，四分子

分析を遺伝子 間の連鎖分析の み で なく，こ の 時 も機能分

析 に応用 し て抑圧 変異を検出 した．こ の 方法が後年ホ モ

タ リズ ム遺伝子 の 解析 に威力 を発揮 した．

ホ モ タ リズム との 出会 い

　昭和 40年の 夏，南イ リノ イ 大学か ら堂島の サン トリ
ー

研究所 へ 帰 っ た，サ ン トリー社が 旧称の 寿屋か らの 社名

変更 と，念願 の ビール を市場に 出 した の は昭和 38 年で

あ っ た が ，帰国 当時の 研究所 は い まだ ビー
ル 事業進出時

の余熱を保 っ て い た．そ の 雰 囲気 の 中で，同僚達に留学

中の 見聞 を語 り， そ の 間 の 研 究所 の 様子 を聞 い た．そ の

会話の なか で ，高野 勇氏か ら異常なホ モ タ リズ ム 現象を

示す株 の 存在を知 っ た．当時知 られ始め て い た 工業酵母

株，特 に下面発酵ビー
ル 酵母 の 高次倍数性 とホモ タ リズ

ム の 関連 を考えた私 は ， ただちに高野氏 とそ の異常なホ

モ タ リズ ム 株 の 研究 に と りか か っ た．

　 こ の 研究は，昭和45年の 私 の 大阪大学 へ の移籍を挟ん

で昭fn　554i頃ま で続けられ ，染色体上を規則正 し く移動

し変化す る遺伝子 の 存在 を，原島　俊君 （現大阪大学教

授） と禾 泰壽君 （現埼玉 医科大学教授）など，多くの

学生諸君の 協力 に よ り明らか にする こ とが で きた．すな

わ ち，酵母 の 第皿 染色 体上 の 接合型支配対立 遺伝子

MATa と MAT α は ，細胞増殖中に相互 の 問 で規則 正 し く

変換 し，1個の 単相体胞子 に 由来する細胞集団中に ，a と

α の 両接合型細胞 の 混在 を も た ら し，そ の 間 で接合子 が

形成 されて 二倍体細胞を生ずる．そ の MAT 座の 遺伝子

型変換は，HML と HMR と命名 され た 2個の接合型情報

を担 う遺伝子 か ら，もう 1つ の ホ モ タ リズ ム 主要遺伝子

HO の 働きで，細胞分裂の 定め られた時期 に規則 正 しく

接合型情報が MAT 座に 送られ，それまで の 情報 と入 れ

替わ るため で ある．こ の 結論を，そ の 後 マ ドリ ッ ドの 研

究者か ら得 た 1株 と，も う 1株 の 研究所保存株 を加 えた 合

計 3株 の 特異な株間 の 交配雑種 の 四分子分析 か ら導い た

の で あ る．こ れ らの 成果 を 1967 か ら 80年 に亘 っ て数 編

の 論文 にま とめ，主と して米国遺伝学会の Genetics誌に

報告 し， そ の 機 構 を Barbara　McClintockが トウモ ロ コ シ

で 発見 した動く遺伝子にち なん で ，Controlling　element

モ デル と呼んだ．また Ira　Herskowitzとの 連名 の 総合 論

文 を，1981年 の Cold　Spring　Harbor　Yeast　Monograph

にま とめた．1｝さらに求め られ て 文献 2に研究経緯を記 述

した．以来 ，
Herskowitz を始 めとする欧米 の 研究者 の 強

い 関心 を集め，改め て Cassetteモ デル と して 世 に流布

し，接合 型支配 系全体 の 解明に重要な影響を及ぼ し，さ

らに醸造 酵母 の 交配育種 に新 しい 道 を拓 い た．現在 で は

多細胞 生物 の 細胞分化の メ カ ニ ズ ム に まで 示唆が及ん で

い る，
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　ホ モ タ リズ ム 研究の 当初 の 目的 で あ っ た ビール 酵母な

どの 高次倍数性に つ い て は，ホモ タ リズ ム 機構に含 まれ

る接合型変換に よ り四倍体育種 が可能とな っ た．し か し，

よ り容易に細胞融合法 によ り造成可 能 で あ る．最近 ， 高

次倍数性 の 下面発酵 ビー
ル 酵母 （現在で は ∫．Pastertanzcs

に分類 され て い る）の 由来に つ い て は，（恐 らく細胞融合

による）S．cereviSine と S．　bavanusの 種間雑種説 が有力 と

な っ て きた ．S｝

ホス フ ァ ターゼ系

　 しか し，1980年代に 至 っ て
，

ホ モ タ リズ ム の 研究をこ

れ以上研究室 の テ ー
マ とすべ きではな い と判断 し た，そ

の 理 由 は，HMR ，　 HML お よび MAT 遺伝子 の ク ロ ー
ニ

ン グな どで 欧米勢に 大きく後れを とっ た こ と．また分子

レ ベ ル の解析 に，ボ ス ドクを大量 に投入 で きる欧米の 戦

力 に対抗で きない と覚 っ たか らで あ る ．当時 の 日本で は
，

制度的にそ の い ずれ に も対応 で きなか っ た，そ こ で すで

に始動 して い た第 2 の テ
ー

マ に 力 を集中した ．ア イ デア

に優 るホ ス フ ァ タ
ーゼ系を対象 と し た遺伝子発現制御系

の 研 究で あ る．

　すで に述 べ た よ うに，私 は修士学生 の 頃よ り，工 業微

生物 の 育種 で は ， 遺伝子発現制御機構の 操作が 最も重要

との 考えを抱き，解析 の 容易な研究系を模索 し て い た．

昭和45 年 6見 サ ン トリ
ー

社よ り大阪大学に移籍した際，

ア カ パ ン カ ビ の 遺伝生化学 で博士号を取得 した ばか りの

東江 昭夫君 （現東京大学教授）が助手と し て研究室に加

わ っ た，こ の 東江君 よ り，培地中 の 無機 リ ン 酸濃度に よ

り力価が変動す るボス フ ァ タ
ー

ゼ を研究対象 とする こ と

を 示 唆され，直感的 に こ れ こ そ求め て い た 研究系 と思 っ

た．さらに一時ガラク ト
ー

ス 代謝酵素系を対象に加え て，

そ の 後の 主な研 究対象 とした．ホ ス フ ァ ターゼ系 の 長所

は ，抑制性酸性ホ ス フ ァ タ
ーゼ が細胞表層に あり，そ の

力価検定を寒天平板 上 の コ ロ ニ ーで行 うこ とが で きる．

またそ の 脱抑制 1抑制 時 の 活性 比 が大 きく，変異 の 判定 も

容易な こ とに あ っ た．さらに ，突然変異体の 増殖が，野

生型 に 比 較 して 大きな差がな い こ とも優れ て い た ．

　酵母 におけ る遺伝 子発現制御機構に つ い て は，1960 年

代 の 初め よ りガ ラク トース 代謝酵素を対象に H ．C．　Dou −

glasと D ，C．　Hawthorne ら に よ る先駆的な研 究が あ り，

1966年に モ デル が提案 され て い た ．こ の モ デル で は ， 酵

素構造遺伝子 の 転写制御に 正負 2 種の 因子 が存在 して い

たが，それ ら制御因子 の 作用機構に つ い て ，1960 年代初

頭に成立 し た大腸菌 の ラ ク ト
ー

ス オ ペ ロ ン に 影響を受け

て い た ．すなわち負 因子遺伝子 は ，正 因子遺伝子 の 発現

を抑制す る リプ レ ッ サー
を コ

ー
ドする と考 えて い た．ガ

ラ ク ト
ー

ス の存在下では ， こ の 負 因子 は不活性化され て

正因子遺伝子が発現 し，そ の 関与 の も とで ガ ラ ク トース

代謝酵素遺伝子 が 一斉に発 現す る とされ て い た ，ホ ス

フ ァ ターゼ系で 突然変異体 の 収集とそ の 遺伝解析 を始 め

て 間もなく，ガラク ト
ー

ス 系 と同 じく，遺伝子発 現に必

須の 正 因子 を コ
ー

ドす る遺伝子，正 因子 の 活性 を阻害的

に 支配する負因子遺伝子が検 出され，さらに こ の 負因子

活性を負に 調節す る第 3番・

目の 遺伝子 が あ り，こ れ ら3種

の遺伝子は環境 の 無機 リン 酸濃度に 関係なく構成的 に 発

現 し，そ の コ
ー

ドする 制御 タ ン パ ク質が互 い に干渉 し

合 っ て 無機 リン 酸信号を酵 素構造遺伝子 に 伝 達 し，そ の

on −off 制御 を行 うと考えた．

　Douglas −Hawthorne モ デル で は ， 負 因子 は正因子遺伝

子 DNA に働きか ける の に 対 して，改訂 モ デ ル で は タ ン

パ ク質 とタ ン パ ク質問 の 干渉 と考えた，研 究系の 違い も

あ っ て ，こ の 考えは 素直に は学界 に 認 め られ ず，直接ガ

ラク トース 系で の 証拠を示す必 要に迫 られ た．こ れに対

し，ガ ラク トース 系の 正 因子 タ ン パ ク 質 に 温 度感受性変

異を導入 して 行 っ た松本邦弘君 （現名古屋大学教授）ら

の 実験 に よ り，よ うや く改訂 モ デル が酵母 で の 一般機構

を示すも の と し て受け入れ られ た．4・5）以来，私達は も と

よ り，欧米 の 多くの 研究 室 で 検証実験が続けられ，制御

因子 の 実体の解明が行われ て い る．6）関連する知見は哺

乳類で の 制御系にも示唆を及ぼ し，現在 もな お真核生物

遺伝 子 の 転写制御モ デル と して 広 く研 究 の 対象と され て

い る．

部位特異的組換え系 と染色体工 学

　ア メ リ カ遺伝学会 で
， 私 の 研 究が T．H ．　Morgan メダル

受賞の対象 とな っ た の は，主 として 上記 2分野 の 研究で

あ る．し か し，こ れ らと並 ん で もう
一

っ 特筆 した い 研 究

が あ る．酵母プ ラス ミ ドの 部位特異的組換え系 の 染色体

工 学 へ の応用であ る．1979年に組換え DNA 実験 の 指針

が初めて 文部省よ り提示 され，わが 国で も遺伝子操作実

験が始ま っ た，そ の 巾広 い 応用 を 目的 と し て，さま ざま

な生物種に つ い て ベ クター素材 を検索する科学技術庁 の

プ ロ ジ ェ ク トが発足 した。そ の 時，S．　cereviSiae 　as以外 の

酵 母種に 分布す る プ ラ ス ミ ドの 検索を担当 し， 東江昭夫

君を中心 に 実験 を行 っ た．そ の 頃，郡 家徳郎氏 に よ り

κ勿 ηθr跚 ッ685 耽 爵 の キ ラ
ー

現象に 対応する 2 種 の 線状

DNA プ ラ ス ミ ドが報 告 され て い た が，こ の 研 究で S．

cerevdSlae に広 く分布す る 2μm 　DNA 類似の 環状 DNA プ

ラ ス ミ ドが ，一部 の Zygosaccharemyces属 と Kluyveromyces

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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属の 株 に検出 された，

　プ ロ ジ ヱ ク ト終了 後，Z．　rOttscii　M 来 の pSR1プラス ミ ド

と S、cereviSiae の 2 μm 　DNA を対象に，酵母プ ラス ミ ドの

構造と機能に つ い て の 研 究を ，当時助手 で あ っ た荒木弘

之君 （現国立遺伝学研究所教授）を中心 に始めた，そ の

成果の 多くは こ こ では害II愛する が，2 μ m 　DNA と同 じく

pSR1 分子 も宿主細胞中で は 2種の 異性体 と し て 存在す

る ．そ の 異性化 に働 く部位特異的組換え系 の ，プ ラス ミ

ド種に よ る 特異性 に 興味を抱い た，酵母 の 環状 DNA プ

ラ ス ミ ド分子には
一

対 の 大 きな逆 向 き反復配列 が あ り，

そ の 反復配列中に，た とえば pSR1 で は 7bp の コ ア 配列

を挟ん で 左右に 12bp の 短 い 逆向 き反復配列 が ある．一

対 の 大反復配列上 に ある短 い 反復配列部位 2 個所 の 間 で

組換えが 起 こ り，こ の位置を挟ん で プラ ス ミ ド分子 の 左

右 の 領域が 逆配列 となっ た異性体が で きる．その 組換え

は プ ラス ミ ド分子 上 に コ
ー

ドされ る 特異的 な組換え酵素

によ り触媒 され て い る．興味を引い た の は ， pSRI の 組

換え酵素 と組換 え部位の特異性 が 2 μmDNA の それ と

異な り，互 い に噛合わない こ とで あ る．そ こ で pSRI の

組換 え系 を用 い て，勿 痂 o で の ∫，cereviStae　va色体 の 操作

を考えた、大学院生の 松崎浩明君 （現福山大学助教授）

が こ の 課題 に挑戦 し，内在する 2 μm 　DNA に影響を受け

る こ とな く，染色体に欠失と逆位 の 導入 また非相同染色

体間の 組換え体 の 構築 など，7・S）染色体の 大幅な改造や異

数体の 構築が可能 とな っ た．さらに 組換え部位 と組換え

酵素 の 適切な組合せ で ，染色体に限 る こ となく，さま ざ

まな DNA の 腕 伽 o 操作が 可能 と な り， 動 ・植物に 及ぶ

多様な生物種 で そ の 幅広 い 応用 が検討 され ，一部は実用

化され て い る．9）

　上記以外 にもさま ざまな研究に関与 して きたが，私達

の 酵母 の 分子遺伝学分野で の 研 究は，ほ とん ど上記 3 課

題 に含まれ て い る，紙面 の 制限 か らそれ らに直接触れ る

こ とが で きな い の が残念 で あ る。思えば第 1回 の 国際酵

母遺伝学集談会 は 1961年 にカ
ーボ ン デ

ー
ル で 開催 され

て い る ．ま さに私達 の 研究は，国際的な酵母 の 遺伝学 と

分子生物学の 進歩 と共 に歩み ，
い ずれ の 研究 も新規な課

題で あ っ た．T．H ．　Morgan メ ダル の 対象 とな っ た の も，

こ れ ら研究テ ーマ の 先駆性に あ っ た と考え て い る ．わが

国 で は ボ ス ドク制度の 立 ち遅れがあ っ たが，多くの 優れ

た 協力者 と学生諸君に恵まれた幸運もあ り，楽 しく実 の

濃い 研 究生活 で あ っ た ．また国内外 の 多く の 研究者 と研

究機関 か ら有益なご教示 とご支援を頂 い た．
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糸状菌 の 遺伝学か ら酵母遺伝学へ

東江　昭夫

　私は東京大学大学院で はア カ パ ン カ ビを研究材料に学

位論文 を書 い て ，そ の 後大阪大学工 学部醗酵工 学科の助

手に採用 し て頂き， 大嶋研 で酵母 の 遺伝学を始め た者で

す．こ の機会 に当時 の こ とを振 り返 っ て みま した．

　ア カ パ ン カ ビ で の 研究テ
ー

マ は石川辰夫先生 （東京大

学名誉教授，当時東京 大学植物学教室助手）の ご指導の

もとに ，1965年か ら始めた もの で ， 核酸 を リン 酸源 と し

て利用す る 反応 の 遺伝 生化学的な研究 で した，「発 生，分

化な ど，高次の 生命現象には生体高分子 の 合成ばか りで

は なく，分解も重要な役割を果た して い るで あろ う」 と

い う考え で ，核酸分解系 の 研 究を進 めて い ま した．こ の

間に，電気泳動担体上 で の ア ル カ リ性ホ ス フ ァ タ
ーゼ の

活性染色法 を ヒ ン トに ，プ レ ート上 で の ボ ス フ ァ ターゼ

活性染色法を考案 し遺伝解析に応用 しま した．こ の 方法

は，後に ，酵母 の ホ ス フ ァ ターゼ活性染色 に適用 し て ，

大きな成果をあげる こ とが で きま した，私が博士課程を
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