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　 　　　 　　 　　 　 は じめ に

　 「十 人十 色」とい う言葉で あ らわ され る よ うに ，

個人は 他人 と異なる 多 くの 特徴を有 して い る の が

通常で ある が
， そ の 外観や性癖だけ で は個 々 を確

実 に 比較識別す る こ と は 困難で ある．近年，分子

生物学の 発達 とともに 遺伝子を利用 した 画期的な

個人 識別法が開発され ，
DNA 指紋 と命名 さ れた ．

本講演 で は，まず個体識別法 に つ い て 述 べ ，次 に

DNA 指紋 に つ い て 解説 し ， 最後 ee　DNA 指紋 の

応用 に つ い て 産婦人科領域を中心 に 実例を提示 す

る．

　　　　　　　　 個体 の 識別法

　個体 の 識別 は
， （1）顔貌 ・体型 ・性別 ・指紋な

ど外観に よ る方法，（2）筆跡 ・声紋な ど個人 の 性

癖に よ る方法 ， （3）血 液型 ・HLA タ イ ピ ン グ な ど

免疫学的な方法，さ ら に ， （4）DNA 指紋 で 代表さ

れ る分子生物学的識別法が ある．これ らの 識別法

の 中で も指紋 は 犯罪捜査を は じめ とし て 個 人 の 同

定に 一般的に 使用 され て い るが ， 血液型 ・HLA タ

イ ピ ソ グ ・DNA 指紋も高 い 識別能を有す る．

　 日本人 の 任意 の 二 人が 同
一

の 血 液型 を もつ 確率

は 5 種類の 血 液型検査 ， ABO ，
　 MN ，　 P

，
　 Le，　 Rh

で は 理 論上 ，
92分の 1 と な る． も っ と多数の 血 液

型検査，例 えば Kidd，　 Duffy，　Diego，
　 Hp ，　Gm を

加え る と
一

致す る確率 は さ ら に 小 さ くな り6，200

分の 1に な るが，必要 とす る検体量 が 増加す る．

　 HLA タ イ ピ ン グ も免疫学的個体識別法の
一

つ

で ，本法で は HLA ・A ，　B，　 C の ク ラ ス 1抗原及 び

HLA −DR ，　DQ ，
　DP な ど の ク ラ ス H 抗原 の タ イ ピ

ン グ を行 うが，こ れ らの タ イ ピ ン グ の
一致す る確

率は骨髄移植 を例 に とる と ， 日本人の 場合 100分の

1 と い わ れ る．

　各種個体識 別法 の 特徴 を比較す る と，DNA 指

紋は 他 の方法に 比 べ
， 識別能が 1 兆分の 1 ときわ

め て 高 く， 所要時間 もそれ ほ ど長 くな く， また 費

用 に つ い て も臨床検査施設 に依頼 し た場合で も他

の検査法 とあ ま り変わ らな い ．

　　　　　　　 DNA 指紋 と は

　DNA は デ オ キ シ リ ボ核酸 の 略称 で ，細 胞 の 核

に 存在す る染色体を構成す る，染色体を拡大す る

と最終的に 4 種類の 塩基 （ア デ ニ ン
，

グ ァ ニ ン
，

シ トシ ン
，

チ ミ ン ）が 二 重鎖を形成 し，直線的 に

つ なが っ た DNA に 到達す る ． こ の DNA 配列 が

遺伝情報 で ある．

　す な わ ち 個体 の もつ す べ て の 特質 は 遺伝子 に

よ っ て 規定されて お り，遺伝子 の 実体は DNA で

ある と い える．

　DNA の もつ 特徴 は 次の よ うに ま と め る こ と が

で きる．

　  4 種類の 塩基 の 直線的配列で ある．

　  互 い に 相補的 な 2 本 の 配列 が 螺旋構造 を と

る．

　  同
一

個体内で はす べ て 同 じ配列で あ る．

　  個体間 で 配列が異な る．

　  DNA 配列 は親 か ら子 へ 受け継 がれ ， 子 に あ

る 遺伝子は必 ず親に ある，

　  相 同染色体 の 同 じ位置 に は 同 じ内容 の 遺伝

子 が ある。

　染色体遺伝子 は そ の ま ま で は 非常に 大 きな分子

な の で ，その 解析に あた っ て は こ れ を適当な長さ

に 切断す る 必 要があ る．DNA の 切断 に は Eco 　RI

や Pst　Iな どの 制限酵素が用 い られ ， 短 い 特定 の

塩基配 列を認識 し て 二 本鎖 DNA を 切断す る ，

　 DNA を制限酵素で 切断 した と き ，
ヒ トに よ り
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そ の 切断片の長 さが異な る現象を制限酵素断片長

多型 （Restriction　Fragment 　Length　Polymor −

phism ：RFLP ）とい う．図 1 に示す よ うに A と B
の 2 本の近似 し た DNA があ り， 欄限酵素 の 切断

部位が A に 4 ヵ 所，B に は 3 ヵ所 の 場合，切断片

の 長 さ に DNA 配列 の 違 い が反 映 され る．

　DNA 配列の 中 で も約 9割が遺伝 的意味を もた

な い イ ン ト 卩 ン と呼ばれる 部分 で あ るが， こ の イ

ン ト ロ ソ 中に 人類が共通に もつ 短い 配列が，こ れ

を単位 と し て 連続的 に つ な が っ て い る 部 分 が あ

る．これを繰 り返 し配列 （tandem 　repeat ）とい う

が
， 繰 り返 しの 単位は 共通で も回数が ヒ トに よ り

異 な り，個人が特定 可能 と な る．す なわ ち図 2 の

よ うに繰 り返 し配列 の 外側を切断す る制限酵素を

使用 して さきほ ど の 制限酵素断片長 多型を利用す
■

る ．

　DNA 指紋 の 検 出法 は 基本 的に は サ ザ ン ・プ

ロ
ヅ ト と呼 ぽれ る手法 を用 い て い る．血液・体液・

組織な どを サ ソ プ ル と し て ，サ ン プ ル 中 に 含 ま れ

る細胞の 核か ら DNA を抽出す る．抽 出した 高分

　
「lrl〕　「垠@ 　　　　素　　　　　　　　　　　　　　　　　@　　　@　iu 　腿艮酥　　　素@　　　　@ 　帝1亅　限　　　酵　　　　素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@　　@

　 　　 　甫1 亅 　 陟 モ 　酋夢
　 素 A土＝＝i

土＝＝＝土：：
　　切断片｛1） 　　
　 　 　　　画 　　　　　　　　　　　一 　　制限酵素　　　　　制限酵紮　

　 　　 　 　　 　 　 　 　 　　　
昌

ll 限 酵 索 B ± ＝ ＝ ± ＝＝ ＝ ＝ ＝

  F 甌 　　　　　　　　 　 　 　切 断 片 2

3 子 DNA を制限酵素で 切 断 後
，ア ガ ロ ー ス

ル に 電 気泳動 す る． 電気泳 動後 のアガP 一ス

ルを ア ル カリ処 理 し ， ゲ ル 内 の DNA 片 の
水

結 合を 切 断し て 一 本 鎖 DNA と し
， こ れを ニト

セ ル ロ ー ス
膜 上 に移 す，い わ ゆ る

サザ
ソ ・ プロ

トを行 う． ニトロセ ル ロ
ース膜 上のDNA 断

と 32P で 標
識

さ
れた DNA 指紋 検出 用 プ P

ブ と の 結
合

一 ハ イ ブ リ ダ イ ゼ ー シ ョ ンー を

こさ

，オー ト ラジオ グラフィ ーによっ て 明瞭な パ

ド
とし て観察 す る． 　個 体の 制限 酵素 断片 長

型 を 認識するDNA プ ロ ーブ は現 在 までに1
000 種 を 超 え

て報 告 さ れ て いるが ， 理 論 上 指

に匹敵するほど高い個体識別 能 を有 す る プ ロ ー ブ と し て は1

5 年イ ギリスの Alec 　J 　 Jeffre

が 開 発 し たミニサ テ ラ イ ト ・ プ ロー ブ が有名

あ る． このDNA プ ロー ブ はミ オ グロビソ遺

子 の イン ト ロン 中に存在する DNA 繰 り 返 し

列 か ら得 ら れ た もの で ，   全 人類が 共 通

もち ， し か も，   各 個 人 に より異 な る と い う

ﾂ 体 識 別 の条件を 満 た し ている ．我々はこ の

A プ P 一 ブ を 入 手してDNA指紋 の 解 析 を 行 っ てい

．
以下に示 す DNA 指

の実 例と し て は主 と して この JeffreyS

ミニサ テライト ・プ P 一 ブを用い ている． 　図

ﾉはこのよ うに し て検出 し た日 本 人12 人 の D
指 紋 を示す． 各 個 人 は20 本から 40 本の ・ミ ソ

を 示す が，その うち上 の方 の大 き なバソ

10 な い し 20 本

関 し ては 個
人

特

的 な・ ミ ン ド の パ ター 図
@RFLP（

制限酵素断片長多型） DNA イントロ ン ・k：

辻 ＿＿ c トpa ・spa − 一）

H 　 Hinf 　I 　 　 　 　 　　　

　　　　　　 　 　 　 　 　 　 Hinf 　 l 図

@Tandem 　 Repeat 　　 　 　 図 3　DNA 指 紋に よ
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　　　 図 4　非 血 縁者間での パ ン ド共 有率

（0．25）
20

＝ 10−12
＝ 1兆分 の 1

ソ を示 し て い る．

　 こ の よ うな非血 縁者間で 共通 な バ ン ドの 割合 と

そ の 頻度 の 関係を検討する と ， 図 4 に 示 す よ うに

あ る人 の 全 パ ン ドの うち の 平均 し て 10％強（11％）

が他人 と同 じ位置に 出 る こ とが判 明し た ．また
，

た とえ ど ん な に 多 くの パ ソ ドを共 有 した とし て も

25％を超 える こ と は なか っ た ．言 い 換 える と 1 本

の バ ソ ドあた り， こ の ・ミン ドの 最大共 有率は 25％

に な り ， 仮に 他人 同士 で 20本 の パ ソ ドが一
致した

とす る と，その 確率は （0．25）2°
； 10− 12

＝ 1 兆分 の

1 に な る．

　 さ らに DNA 指紋で み られ る各 々 の パ ン ドは メ

ン デ ル の 法則 に 従 っ て 両親 の い ずれ か か ら受け継

がれ て い る．すなわ ち 子に ある バ ン ドはす べ て 両

親の いずれ か の パ ン ドと
一

致す る こ と に な る （図

5 ）．

　以上 DNA 指紋 の 特徴 を ま とめ て み る と，

　  判定確率が ぎわ め て高 い

　  多様なサ ン プ ル か ら検 出可能 で あ る

　  分析時間が約 1 週間 と比 較的短 い

と い う こ とが で きる．

　　　　　　　 DNA 指紋 の 応 用

　DNA 指紋を応用する と，

　  親子や血 縁関係 の 解析

　  犯罪捜査

母 子 1 子 2 父

　　　図 5　親 子 の DNA 　fingerprintの 実例

子 供 に 存 在 す る パ ン ドは すべ て 母 親 又 は 父 親 に 帰属 さ

れ て い る．

　  多胎の 卵性診断

　  胞 状奇胎 の 診断

　  婦 人科腫瘍 の 研究

な どが可能に な る．

　例 えぽ 2 名 の 男性 の どち らが子供 の 父親 で あ る

の か を鑑定 した 症例に お い て は 子供 の母親 は 既に

死 亡 し ， 2名 の 男性 は 互 い に 兄 弟で あ っ た．通常

の 血 液型 に よ る 鑑定 で は 判 定不 能 で あ っ た が
，

DNA 指紋を行 うと子の パ ン ドの うち 男（兄 ）と
一

致 しな い バ ン ドで も男 （弟） と は一致す る もの が

い くつ か 認め られ ， こ の 子の 父 親 が男 （弟）で あ

る こ とが判明 した ．

　 ま た ，子供 が既に 死亡 し た 男性の 子で ある か 否

か を，亡 ぎ男性の 母親 の 血液 を用 い て 鑑定 した症

例 で は 2 種類 の DNA プ ロ
ーブを用 い て ，よ り正

確を期 して い る ．本症例で 得 られ た子の パ ソ ド47

本 の うち
， 母 の バ ソ ド と一致 し な か っ た 22本が 父

由来 と考 え られた ． こ の 22本 の うち 12本 は 亡 男 の

母 と
一致 し た ．非．血縁者 間 の パ ン ドの

一
致 率を

25％ と し ， 12本 の パ ソ ドが 一
致す る確率 を求め て

N 工工
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み る と約 1，700万分の 1 とな っ た ．した が っ て 子 と

亡 男の母 と は第 2度血縁者で あ り， 子 の 父 は 亡 男

で ある と判断 され た ．

　犯罪捜査で も現場 に残 され た サ ン プ ル と被疑者

の サ ソ プ ル を比 較す る こ と に よ っ て 犯人 の 特 定が

可能に な る．DNA 指紋は ア メ リ カ，イ ギ リ ス
，

ド

イ ツ な どの 裁判所で 証拠採用 され て い るが ， 日本

で も刑事例や 民事例 で採用 され る よ うに な っ て き

て い る．

　産婦人科領域 に お い て も DNA 指紋 は 臨床 面や

研究面 で 広 く応用で きる．排卵誘発剤の 使用で 近

年増加 した 多胎妊娠 に は一一卵性，多卵性あ るい は

両 者 の 複合に よ る もの が存在す る が
， そ の 卵性診

断に 使用で きる．従 来の形態学的診断や血 液型な

ど の 遺伝形質 の 比較 で は 確定 し得 な い 場合 で も

DNA 指紋を用 い る と
一

卵性多胎 で あれ ぽ そ の バ

ソ ドパ タ
ーソ の

一
致が確認 され る ．

　DNA 指紋を表 現す る DNA の 多型性 は 減数分

裂→ 受精 → 胚 発生の 過程 で きわ め て 安定で ある．

正常妊娠で は 受精後 ， 卵 由来 の 核 と精 子由来 の 核

が融合 して受精卵の 核が形成 され る．こ れ に対 し

胞状奇胎で は 脱核 した 卵に
一

精子 が受精後，精子

染色体 が 2 倍体化す るか
， ある い は 二 精子 が受精

し，精子成 分の み よ りな る核が形成 され ， 胞状奇

胎が発生す る と考 え られ て い る．し た が っ て ， 雄

核発生あ る い は 雄性発生 （androgenesis ）とい お れ

る胞状奇胎 の DNA 指紋は精子 由来 とな り患者 自

身 とは 全 く異 な る パ タ
ー

ン を 示す．すなわ ち胞状

奇胎 の DNA 指紋 は 正 常胎盤 の それ と異 な り， す

ぺ て の バ ン ドが父親 由来 とな る （図 6 ）．

　 こ の 現象を応用する と形態学的に 胞状奇胎 とき

わめ て 類似 し て い る胎盤絨毛 の 水腫様変性 の 鑑別

診断が可能 に な る．病理 組織診 で 鑑別困難な両者

に お い て も，DNA 指紋 を用 い る と容易に 鑑別が

可能 に な る．正 常絨毛 の DNA 指紋 はた とえ水腫

様変性を 起 こ して い て も両親 の バ ン ドが混在 し て

み られ ， 決し て 父親だ け の バ ソ ドを示す こ と は な

い ．

　 DNA 指紋 は 妊娠 と関連す る疾 患だ け で な く，

婦 入科腫瘍 の 発生病理 の 研究 に も応用 され る． ヒ

ト卵巣胚細胞 系腫瘍 （germ 　cell　tumor ）の 発生過

胞
状
奇
胎

　

夫

日産婦誌45巻 8 号

患

者

羹攤ll…

鑾
　 　 　　 図 6　 胞 状 奇 胎 と androgenesis

胞 状 奇胎 の パ ン ドは す べ て 患 者 の 夫 の み に 帰属 し，染

色 体 DNA は 父 性 由来 と判断 され る．

程を検 討す る際，DNA 指紋 は 有効 な研 究手段 に

な る． ヒ ト胚 細胞は 生殖の 前 に 必ず減数分裂を起

こ す ．第 1減数分裂 と第 2減数分裂 に よ っ て 染色

体数 も DNA 量 も体細胞 の 半分に な る ．胚細胞 系

腫瘍の 組織か ら DNA 指紋 を検 出 し， こ れ を患者

正 常細胞 の DNA 指紋 と比 較す る こ とに よ り胚細

胞系腫瘍組織の 発生が第 1 減数分裂 の前か後か が

判明 す る こ と に な る．図 7，図 8 は 皮 様嚢 腫 の

DNA 指紋 を そ の 宿主 DNA と比較 し た もの で あ

る ． こ の 場 合 2 種 類 の DNA 指紋 検 出 プ P 一ブ

（33．15と33．6）を 用 い て 正確 を期 し て い る が，図

7 の 症例で は腫瘍 と宿主 の バ γ ド・パ タ
ー

γ が一

致し て お り腫瘍 が第 1減数分裂前 に 発生 し た こ と

を示 し て い る ．
一方 ， 図 8 の 症例で は 矢 印 で 示 し

た 宿主 に み られ る バ ソ ドが腫瘍 で は 欠如 し て お

り，腫瘍が 第 1減数分裂後に 発生 した と 推察 さ れ

た，
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　　　　　33．15　　　 33．6
　 　　 図 7　 胚細胞系腫瘍の 発生 病理 （1）

腫瘍 の バ ソ ドは すぺ て 宿主 に
一

致 し，第 1 減数分裂前

の 発 生 と考 え られ る．

教育講演

　胚 細胞系腫瘍 20症例の DNA 指紋 を こ の よ うに

検討 した結果 ，皮様嚢腫は 第 1減数分裂前後い ず

れ の 時期か らも発生す る と考 えられた．一方，検

討 し た か ぎ りに お い て 未熟奇形腫は 第 1 減数分裂

後 の 発生 ， 胚 細胞腫 は第 1 減数分裂前に 発生す る

と考 え られ た ．ま た 興味深 い こ と に 皮様嚢腫の 悪

性変化例は い ずれ も第 1 減数分裂後 の 状態で の 発

生 が認め られ た．

　腫瘍 の 研究 に培養腫瘍細胞株 は 欠か す こ との で

きな い 材料 の
一

つ で ある．実験室で 各種培養細胞

株を使用 する 場合 ， 細胞株 の 取 り違 えや 混入 の 可

能性 が な い と は い えない ．細胞株の 同定 ・識別 に

も DNA 指紋 を応用す る こ とがで きる．図 9 は 絨

毛癌細胞株 GCH 　1
，
　 HCCM 　5

，
　 JEG　3

，
　 BeWo

，

SCH ，
　ENAMI の DNA 指紋を示 し て い る．GCH 　l，

HCCM 　5，　 JEG　3，　 SCH の バ ン ド・パ タ
ー

ン は互

い に 異な っ て い る が ，JEG　3 と BeWo ，　 SCH と

ENAMI はそれ ぞ れ 同 じバ ソ ド ・パ タ
ー一

ン を示 し

た ．JEG　3と BeWo は 同
一
の 絨毛癌組織か ら確 立

され た 培養細 胞で あ る の で DNA 指紋 が 同
一

で

腫 宿

瘍 主
腫 宿
瘍 主
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　　　　　　33．15　　　　33．6
　 　　 図 8　 胚細胞系腫瘍 の 発生病琿 （2）

宿 主の バ ン ドの
一

部 （→） は 腫瘍 で は 観察 され ず，減

数分裂後 の 発生 で あ る と考 え．られ る，

あ っ て も 不 思 議 で は な い ．し か し SCH と

ENAMI は 起源が異な り，同
一バ ン ドを示 す可能

性 が少な い た め
，

オ リジ ナ ル の 細胞 株を用 い て比

較検討 し た とこ ろ，ENAMI 株 が SCH 株 と取 り

違 え られ て い た こ とがわ か っ た． こ の よ うに ，形

態学 的 に 鑑別 が 困難 な細 胞株 で も DNA 指 紋 に

よ っ て 識別が可能に な る ．

　そ の 他 の 応用 とし て 骨髄 移植 に お け る移植片 の

生着性 の 確認 が あ る． ドナ
ー

の 骨髄細胞 の DNA

指紋は ， レ シ ピ エ ン トの DNA 指紋 とは異 な るぱ

ずで あ るか ら， 骨髄移 植後 の 患老白血 球細胞 と患

者本来 の 体細胞 の DNA 指紋を比 較す れ ば，移植

成 功例 で は レ シ ピ エ ン ト の 末 梢 白血 球 細胞 の

DNA 指紋が体細胞 の DNA 指紋 と は 一致せ ずむ

し ろ ドナ
ー

の DNA 指紋 に
一

致す る．

　また，今回
一連 の 検討に 用 い られ た Jeffreysの

DNA プ ロ
ーブ は ヒ トだ けで な く他 の 動 物 種 の

DNA の 制 限 酵素 断 片長 多型 も認 識 す る た め ， ウ

シ や ウ マ ある い は ト リ な どの 血 統 ・系統を 明 らか

に す る こ と も可能で あ る．

　以上
， 要約する と，
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　　　 図 9　絨毛癌細 胞株の fingerprinting

JEG　3と BeWo は 同
一の 患 者 よ り樹 立 さ れ た も の で

ある，SCH と ENAMI は 継 代 中 に コ ン タ ミ ネ
ー

シ ・

ソ した こ とが判 明 した．

教 育講 演

　  個体特異的 ts　DN 　A 繰 り返 し配 列を検 出す

る方法を DNA 指紋 と い う．

　  DNA 指紋 は ぎわ め て 高 い 個 人識別能 を有

し て い る．

　  DNA 指紋は 親子鑑定 ， 多胎 の 卵性診断 胞

状奇胎の 鑑別診 な どの 臨床応用や 卵巣腫瘍の 発生

病理 な どの 研究 に利用可能で あ る．
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Synopsis

  Restriction fragment length polymorphisms (RFLP) are  variations  in the size  of restriction  fragments of

genomic  DNA  that hybridize to specific  probes. They  are  the consequence  of  changes  in primary  DNA

sequences,  most  of  which  result  from small-scale  changes  in DNA.  Recently rninisatellite  DNA  probes that

detect many  regions  of  great variabi]ity  within  the hurnan genorne  have been described. Minisatellite probes

consist  of  multiple  repeated  copies  of  a  common  10-15 base pair core  sequence,  On  hybridization  to

restriction  enzyme  digests of  human  DNA,  they  simultaneously  detect many  highly polymorphic  minisatellites

at different loci in the genome,  and  produce  band patterns that are  dindividual specific, The  band patterns
are  called  

"DNA

 fingerprints" or  
"DNA

 barcode" which  can  be used  for individual identification on  forensic

and  legal medicine,

  In addition  to forensic and  legal medicine,  DNA  fingerprinting can  be used  in both basic research  and

clinical  examination  of  obstetrics  and  gynecology,  The  RFLP  bands in DNA  fingerprinting are  inherited as

single  Mendelian  co-dominants  and  we  can  use  such  minisatellite  DNA  probe  for the determination of  zygosity

in multiple  pregnancy.  This probe  can  be used  for the determination of  androgenesis  as  a  cause  of  complete

hydatidiform mole.  Each  polyrnorphic  band  in molar  tissues could  be identified as  being of  paternal  but not

maternal  origin.  Sorne polymorphic bands of  paternal origin  were  not  observed  in molar  tissues, indicationg

that endoreduplication  of  a  normal  haploid sperm  or  fertilization by dispermy to an  anuclear  oocyte  with  no

effective  genome  could  be the cause  of complete  hydatidiform mole  (androgenesis), Accordingly, this

methode  is used  to obtain  the differential diagnosis between complete  mole  and  hydropic change  of placental
villi  in hydropic abortus.  In the hydropic abortus,  the polymorphic  fragment can  be traced  back to its

parents,

  In the gyneco]ogic  oncology  field, DNA  fingerprinting can  be used  for histogenetic analy$is  of  ovarian  germ

cell tumors.  DNA  fingerprints of ovarian  germ  cell  tumors  was  investigated and  their band  patterns  were

compared  with  their host's patterns, The  results  suggest  that mature  cystic  teratomas of  the ovary  arise

from  germ  cells  arrested  at  various  stages  of  meiosis,  while  immature  teratomas  are  derived from  postmeiotic

germ  cells, Malignant transformation may  occur  exc]usively in the rnature  teratoma  arising from post-

meiotic  germ  cells.  Dysgerminomas  develope from premeiotic  oogonia.

  One of the chief  problem  in tissue culture  studies  is the question of  unequivocal  identity of  the cultured  cells

used  and  the very  real  possibility of their being contaminated  by cells of  a  sirnilar  morphologica]  appearance.

DNA  fingerprinting can  be applied  to genotypic analysis  of cultured  human  cells, and  we  could  find contamina-

tion of  trophoblastic tumor cell line to our  cultured  cell bank.

  DNA  fingerprinting has provided  a  useful  technique  not  only  for the indlvidual identification but also  for

human  genomic  analysis.
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