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歴 一つ の ・ ル チ ・
一

・ レ ク・ ・ ヨ
　自然 の森 や 林 に は ， 多くの 種 類の 真菌類が そ れ ぞ れ

の 役割を果た しな が ら生活して い る．恐 らく小さな林

で も大きなカ ル チ ャ
ー

コ レ ク シ ョ ン の 保存種数 に 匹敵

す るか，それ以上 の 菌種が 定住 して い る もの と推定さ

れ ， その大半 は林 が破壊 さ れ ない限 り，そ こ に住み続

ける．す な わち，森 は
一

種 の カ ル チ
・
ヤ
ー

コ レ ク シ ョ ン

で ある．

　従来 ， こ
．
の 種 の コ レ ク シ ョ ン を有効 に利用する方法

一
必要 な種を必要な時に 取 り出す方法 は極め て不 完全

で あ っ た．その 理由は，個 々 の 種 の 分布 に 関する情報

が著しく不足で ， 目的の 種が どん な住息場所に どの 程

度の密度で 分布 して い る の か予測で きなか う たがらで

ある．不足 の 原因は，分離源 ＝土 壌，分離方法＝＝希萩

平板法 とい う組み 合わ せ が 分布予 測に 必要な出現菌の

定住性 ・利用基質 く物） な ど の 情報をほ とん ど提供 し

ない からで あ る．最近の 優れた土壌菌要fit’ で す ら，

分 布 の 記 述が 大ま か か つ 歯切 れ が 悪 い とい うの は，こ

う した理 由に よ る もの で あ ろ う．

　と こ ろ で ， 筆者は 松の 葉の 分解に 伴っ て ， 落葉上 の

菌類が種交代する現象
一

遷移を本邦の 各地で 調べ 比較

した と こ ろ，数種 の 分布 パ タ
ージが葉の 腐朽程度 と調

査地 の 年平均気温 の 両方に 関連があ る こ とを 発見 し

た．21 た とえ ば ， 不完 全菌 の
一種 は，年平 均気温 6〜

21°C の 範囲の 松林に 分布す るが，分布の 中心 は 14〜

16℃ の 範囲 に あ っ た．そ して ， こ の 種 は主 に 黒色 化

初期か ら黒色化 した 葉 に 生 活 し， 会布中心 域 で ， 上 述

の分解段階の葉か らの 出現頻度は65〜75％一落葉10本

中 7本位か ら出現す る一で あ る と計算で きた．こ う し

た こ とか ら， 微小 な腐生菌類 も基質 （物）
「
や 微小生息

場所 の 種類を限定すれば ， 高等植物 の よ うに気候 （多

くは 温度要素） を 制 限要 因 とする分布パ タ
ーン を 示 し，

分 布密度 の 予測が で きる の で は な い か と筆者 は考え た．

こ の 推論はわずか26地点 の 調査結果か ら導 い たもの で

あ っ たが，そ の 後調査 した 100地点 （気温範囲
一3℃ 〜

28℃ ）の結果 か ら得 た分布パ ターン は 26地点か らの も

の と きわ め て よ く一致 した．また1こ の 推論を支 持する

分布パ タ
ーン を持つ 菌類 も増えつ つ ある・3〕

　現在筆者が利用で きる 自然の カ ル チ ャ
ー

コ レ ク シ ョ

ン は，松林 の リ
ー

フ リタ
ー

の み で ，自由に 取 り出せ る

種類 も多 くは な い ．しか し，最近 の 高等生物の分布 理

論が真菌類 の分布 の 説明に か な り適用で き る こ とが 不

されて い るか ら，

4）

今後 しばらく各菌種 の 基質 ス ペ ク

トル や生息場所の 探索を行え ば J 菌の 分布パ タ
ーン を

予測で き，自由に 分離で きる ようにな る と期待 され る．

　とこ ろで ，近年多 くの 種を保存 して い る 各地 の 自然

林 が ほ とん ど 未調 査の まま 失われて 行 くを 見聞 し，心

を 痛め て い る．貴重 な カル チ ャ
ー

コ レ ク シ ョ ン をぜ ひ

保存 し，利用 して 欲 しい もの で ある．
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発生 ， 分 化に 関与す るマ ウ ス t

領 域 の ク ロ ーニ ン グ

　高等動物の 発生，分化の 問題 につ い て は最近 シ ョ ウ

ジ ョ ウバ ェ を用 い た homoeo 　box の 研究が盛 んで ある

が，マ ウ ス な ど哺乳類 の 初期胚発生段階で の 分化 と遺

伝子発現制御 の 問題 も， 今後発展 の 期待 さ れ る分野で

ある．

　 こ の よ うなづ ウス 初期胚 の分化を扱 う系として，約

半世紀前 に 発 見 さ れ た t 変異 マ ウ ス が現在 も注 目さ れ

て い る・nt
変異 を ホ モ に もつ マ ゥ ス は あ る特定 の 初

期胚 発 生段階で致死となり，各致死段階によ っ て t°，

t9，　 t12
，
　 twlr 　 tW5，　 twse な どの グル

ープ に 分け られ る．

また異 な るグ ル ープ に 属す る t 変異 を ヘ テ ロ で もつ マ

ゥス （例えば ti2／t
°
）は生存で き，各グル ープは互 い

に相補性があ る．．した が っ て こ の t 領域 は，マ ウス 胚

発生 に 必須な 遺伝子群を含む よ うに 思われ る．しか し

t 領域はマ ウス 第17染色体の H ・2複合体 に隣接 して存

在す るが，正 常な組み 換え が抑制され るため ， そ の 変
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異が実際どの ような種類の もの で あるか不明で あり，

発生 に対す る関与 も然 る こ とな が ら， そ の よ うな t 変

異を生 み 出 した 進化的背景 に も興味がもたれ て い る．

さらに この よ うな t 変異をもつ 精子は，野生型よりも

受精する確率が圧倒的 （90％Yl上） に高 く，自然界 に

こ の 変異を もつ マ ウ ス が 多 い 原 因 と な っ て い る．

　 こ の ような多 くの 奇妙な現象を引き起 こす t 変異の

解析も，実際 に そ の 現象と結びつ く具体的な物質や活

性 が 発見さ れ な か っ た た め 長 く混 迷 した が，Silverら
m

が精細胞 の精密なタ ン パ クニ 次元電気泳動に よ り，
t

変異 ic特數的な ス ポ ッ トを 見出 した こ とで，新た な展

開を見せ た．彼は こ の タ ン パ クを TCP ・1 と名付け，

染色体上の t 領域に マ
ッ プ した．こ の タ ン パ ク は細胞

表層タ ン パ クで精細胞だ けで な くマ ウ ス 初期胚 （2 細

胞期以後）で も発現 して い るこ とが明 らか にな り，前

述 の t 変異 に特有の 現象 と何 らか の 形で 関与 して い る

こ とが予想され，非常 に そ の 生理的役割 に 興味がもた

れた．

　 しか しその 後，Tcp ・1 遺 伝 子 の ク ロ
ー

ニ ン グ は思 っ

た よ うに 進まず，多 くは t 領域周辺 の H −2 領域 の 制

限酵素マ ッ プ の 比較 に よ る進化的研究
3 ｝

や ， 噸 域を含

む 染色体を顕 微 鏡 下 で直接切 断し，ミ ク ロ ク ロ
ー

ニ ン

グ 1）
す る とい う （新た な技術の 開発 と はな った が ） や

や 力尽くの 感の する余 り有効で な い 方向 に 進ん だ．

　 しか し最近 に な っ て ，や っ と Tcp −1 の cDNA およ

び genomic　DNA の ク ロ ーニ ン グ が成功 した・s）

現段

階で は，野生型と t 変異型 の 間で Tcp ・1 遺伝子 につ い

い て 約10個の 塩基対 お よび ア ミノ酸 の置換が明 らかと

な り，
t 変異の 起源も，約 1 〜2 百万年以上前と推定

さ れた の み で生理活性 につ い て は全 く不明で ある が ，

こ の 仕事は今まで 漠然 と した未知 の べ
一

ル をかぶ っ た

t 領域の 真中に
一つ の 明確な足掛 か りを与え たもの で，

以後 ， 遺伝子マ ッ ピ ン グ， 進化論的考察，生理的役割

な どを 研究す る上で，有力な 拠点 に な る こ と は明 らか

で あり，今後の 発展が 期待さ れ る．
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itw・・s・ ・… 系鱇 ・ ・伝子配 ・ 1
　細菌は，細胞内に 侵入 した外来 DNA を分解す る

制限酵素と，自己 DNA を メ チ ル 化 し自己の制限酵

素 に 不感受性に する修飾酵素 か ら成る制限 ・修飾系を

もっ て い る．細菌が生育する ため に は，自己の DNA

を修飾酵素で 保護 し制限酵素 の 作用をまぬ が れね ば な

らず ， 制限酵素が 発現する の lc先立 ち， 修飾酵素が発

現 して い る必要が ある と考え られ る．しか し，実際に

両遺伝子 の 発現が ど の よ うに コ ン ト ロ ール され て い る

か に つ い て は未だ明 らかで は ない，

　近年，制限 ・修飾系遺伝子が相つ い で ク m 一
ニ ン グ

され，一部に つ い て は 全塩基配列 も明 らか に さ れ て い

る．1981年 に ，
E ．　coli の 薬剤耐性 プ ラ ス ミ ド pMB 　1

上 の ，ecoRI 制限 ・修飾系遺伝子の 全塩基配列が 明

らか に さ れ て以 来
D ，今 日 ま で に EceRV

，　PaeR7 （い

ず れ もプ ラ ス ミ ド支配 ），BsuRI
，
　llhall，　Pstl （い ず

れ も染色体支配）の 全塩基配列が明 らか に さ れ た，こ

れ ら制限 ・修飾系遺伝子の 配 置 お よ び転写 は，個 々 の

菌で 異 な って お り，例え ば，PaeR7 ，　Hi ；all の 場合は

修 飾酵素一制限 酵素の 順 に，BSt‘Rl ，　EeeRI で は制限

酵素
一
修飾酵素 とい うよ うに 逆 の順 で は ある が 1本の

mRNA に 転写 され る．一
方，　 Pstl，　EcaRV で は制 限

酵素と修飾酵素 の 各 々 に プ ロ モ
ー

タ
ー

が存在 し，反対

方向に別 々 QmRNA に 転写される．ただ
一

つ 共通 し

て い え る こ とは，両構造遺伝子 は最大 で も 800　bp 程

度 しか離れて おらず，極め て 隣接 して い る とい うこ と

で ある．

　制限酵素と修飾酵素 は同 じ塩基配 列を認識す る こ と

か ら， 両者の ア ミ！酸配 列 に 相同性が あ るの で は ない

か と思わ れ たが，今まで の と こ ろ両者の 間 に相同性 は

認 め られて い な い．

　で は，同
一

の 塩基配列 を 認識 す る酵素 （isoschize・

meT ）の 間で 相同性 はあ る だろ うか・制限酵素 で は is。・

schizomer ）が未だ ク ロ
ー

ニ ン グされて い な い の で 比較

で きない が ， 修飾酵素 に つ い て はい くつ か の isoschi・

zomer が ク ロ ーニ ン グ され て い る，　 BsuRI メ チ ラー

ゼ （M ・BsuRI ），　BsPRI メチ ラ
ー

ゼ （M ・BSPRI），　SPR

メ チ ラ
ー

ゼ 〔M ・SPR ）は，い ず れ も GGCC を 認識
　 　 ホ

し，C を メ チ ル 化 する 酵素 で あ る・各 々 の 遺伝子を

Baci〃鰐 sub 〃 is　 R ，　 Bacillus　 sPhqericus 　 R ，　 SPR

phage か らク ロ
ーニ ン グ し，全 塩 基 配 列 を 決 定 し，ア

ミノ 酸の 一次構造を比較 した・2’ M ・BscrRI と M ・
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