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　生 物学 が 物 理 化学的 立 場 の も の と生 態学的立 場 の もの とに 分離す る傾向乃至淫命は ， 日本 で も外国 で も と

もに 指摘 さ れ て い る が，こ の 考 え の 当否 は別 と し て ，吉 い 博物誌夊 は 自然 誌か ら新装 した生 態学 が 将 来 生 物

学 の み な らず 自然科学 至般 の う ち で 果す ぺ き役割は 現在 よ りも大 き くな つ て ゆ くで あろ 5。　（宮地伝三 郎 ｝

感覺 生理 學 ・ 動 物心 理 學 日本 の 動 物学発展 の 跡を た ど る と き憾 覚 生 理 学 と か 動 物心理学 と か の

分 野 は 非 常に め ぐ ま れ ない 立場 に お か れて き た し，こ の 枇 態 ぱ 現 在 で もい つ こ 5改め ら れ て い な い よ 5に み

え る 。 明治初期 に 丘 浸武郎，石 川千代松 な ど の 光 覚 が ，こ の 方 画 の 学 聞 に 対す る認 諏を深め る 上 に い くらか

貢載 し た よ 5 で あ る が，そ れ ら の 啓蒙活動が 充分 な成果 を あげ た とは 認め が た い 。 は じめ て Washburn の

Anlmal 　Mind を飜訳 した谷津直秀 と高橋堅 ｛二つ い て も同 じ こ とが い え る 。 彼 らは また動 物 心理 学会 の 創立

と再 蓮に 支持 者 と して の 役創を 演 じた げ れ ど も，そ の 動物 醐 学 会は現在主 と し て 心理 学者 に よ つ て 運 営 ざ

れ て い る状態 焦 他の 動物学関 係 の 諸 学会 ミこ く ら ぺ て 残念 なが ら きわ め て 微力で ある 。

　明治か ら大 正 に 入 つ て ， 口 本 の 動物学界に も動物生 理 学 または比 較生 理学 が 家第 に は つ き り した 分 野 を 占

め る よ うに な つ た が ， まだ まだ感覚生 理 学を専攻す る動 物生理学2芦は あ らわれ な か つ た 。 動物 £理 学 が 主 と

し て 心理学巻 こ よ つ て推 し進 め ；うれ て きた よ うt： ，感覚生 理 学 も医学系 の 生 理 学 者 そ の f・k の 医学者 （眼 の 場

合 な れ ば 眼科学 者〕が 主 流 を な し て き た し 現 在で も感覚 生 理 学を専攻 す る 動物学者 の 数 は 問題に な ならな

い ほ ど少 い
。 ただ動物 の 行動を 中心 と す b 感覚生理 学 一一一一 した が つ て それ は動物 心理 学 と 関係 が み・か い 一

は きわ め て 持色 の あ る も の で ，大 正 末期 か ら昭 和 に わ た つ て 京大 ，家 い で 北大に そ の芽ば え を 見 た よ うに 思

え る o

　京大 の 川 村多実 二 は ア メ リ カ か ら趨性 などを問題 にす る動物行動学 を輸入 し， 北 大の 内田 亨 沫 ドイ ツ の い

わ ゆ る Sinnesphysiologie を伝 え 冫  彼 ら iま共 に な お 先達 と して の 役割を は た した だけ で ，そ の 後 を 継 ぐ

弟子 た ち が 如 河 に こ の 方 面 の 学聞 を 発展 さ せ る か は 今後 の 問題 で あ る。 そ れ に して も発 生 学 と か 遺 伝学 とか

の 分野 に くら べ て・動物生 理 学 い わ ん や 動物 薩 学 が こ れ ま で 日本 の 動黝学 界 の ＊ で あた え られ て きた処暹

は 不 当 に 低 か つ た の で は な か ろ うか
。 歴史う；占し剥 合に学 問 の 発展が い ち じる し くない 点嵐 こ の 方面を専

攻 す る 研 究者 が 大 い に反省す べ き と こ ろで あ る が ，緒の 分勇 の 動物学 者 も また大 い に 関 心 を もつ べ きで あ ろ

う
。 景近 の 生 態学 の 勃興に ヒ譲 ・ち じ る しい もの が あ る が ，今 後感覚生 理 学 また ；tde 物心 理 学 が 動物生態学 と

どんな関 係 を もつ て 進 む か は ぎわ め て 興 昧 ふ か い 問題 で あ る 。 （本域市次 郎 ）

動 物細胞 学 H 本 に お｝ナる糸醜 学 の 発轍 ・900 年醸 で ，騨 の そ 牙・に くらぺ る 咄 発は 瓢 れ て

い る e しか しそ の 後 の 発展 は華 た しい もの が あ り ， ま た 業績 の 質 に に お い て は 猷米 の 水準を越 して い る 。 そ

れ は た しか に
‘
キ ト ロ ギ ア

’
の 存在 と 共 1二 ．世 界 の 細 枹学界 の 注 目す る所で あ る 。 わ が 国 の 細胞 学

一
核 学

を主 と し た 一・一
を系 統的 に み る と．少く も 3 つ あ る い は 4 つ の オ リ ジ ソ か ら出発 し て い る よ うで あ る 。

　そ の 一は東 京大 学 の 故渡 瀬庄 三 郵 博士 か ら出発 し た系統 で あ る 。 渡瀬博士 は 米 国 及び ドイ ツ に お い て 細 胞

学 を修め （1886 −1900 ）．東大教授 〔理 学部 ） と なつ て か らは 自身 で は直接 こ の 学 聞は や られ なか つ たが多 く

の 学 者 を 養成 した （19　OI−］924）。 そ の う ち で 細胞学 に 向われ た者 に 森田淳一博士 と蓑 内収博
一
Llrth’

　：｝， る。 森 田

博 ：ヒ （1927 −）に主 に 細胞内有形 物質 の 研 究に 進 まれ た が ，蓑 内博 ± 〔1928 −）は 哺 乳 動物 ，騎に イ ヌ ， タ ヌ

キ ，ネ コ ・ネ ズ ミ な どの 染色佑 の 研究 を 行われ ，優れ た業績 を残 さ れた 。 前 入 の 行 きづ ま りを新研究 法 の 発

見 に ょ つ て 打 開 し，哺乳 類の 染色体は 蓑内博± の 磧究 に よ つ て 一二段 と飛 鯉 し て 高い 水準に 到 達 し たっ
こ の 研

究 を転期 と して 哺乳類 の 染色体に 閨する知諦は 全 く面 目を
一新 し， 急激 な進歩 をみ る に 至 つ た こ とは 大 きな

貢献 と い わ ね ほ な ら9よ。

’
京 都 プ（学 に 移 られ て か ら の 蓑 内 博± の 研究室 か ら 2 入 の 研 究 者 が 現われ た 。 1 入 は

爬虫 類染色体研究 の 第
一人 者 ，中村健児博士 （1927 −，京大教授 ）で ，新研究 法を駆 使 して ， 各種 の 爬虫 類の

檗色 体を詳細に 研究 し，こ の 分 野 に 偉大 な貢獣 を した 。 も 51 人 は 入来重盛博士 （1930−，東 京教育大 教授）
‘
ξ，両 棲頚 と 魚類 の 渠 色体研究 に 莉 しい テ ク ニ

ッ ク を 駆 優 し て新生 面を開か れた 。 中村 博土 の 研 究 室か ら（よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （60 ）
■
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佐 蘰盤根博 ± （1943 −，穴 阪大教捷，組織細抱 つ 染 色体研究 ）や 広 Fτi猛雄弐 （細抱分裂磯樗 の 物理 約砥 究 ）が

現 われ た r．ま た 広島大 教授阿 都余四 男氏 も渡 韻一門 で ，氏 自身 は 細咆学 を や ら れ な か つ 準が，そ の 門下 に 故

佐藤井岐 亙窪博 士 ，鈴木正 将博士 ，稲 葉明彦氏 な どの す ぐれ た 1・上〔胞学者が 輩出 し て い る （後述）。　　　　 ．

　他の
一つ の 系統は赦 石川千代秘 博 士 （東大農 学 部 ） の 流れ を 汲 む もの で あ ろ ． 石 川博士 は ドイ ツ に 留 学 し

嘩

ワ ィ ズ マ ソ の 教身．を うけ C 離 6−−18S9 ），稀朝 俵東 京大学農学部 教授 とな られ て 多 くの 学 者 を 養 成 さ れ た

（189｛1−1§24）。 そ の らち細 抱 学に 進 ん だ 者に 町 円 家郎 博± と 大町 文衛博 土 （三 重 大 学 教蹇）が あ る。町 田 博 士

（L9ユ7−）は カ イ コ の 精 子形成 や 卵 予形成の 研 究 に 實 鍾な仕事 を残 され ，そ の 門下 に 利岡静一賃 （1933 −
）が あ

り ， 孕 翅類 昆虫 の 染色体 を広 く研 究 して い る 。
．大 考博 土 〔エ927 −）は コ 才 卩 ギ科及び キ リ ギ リ ス 科 昆虫 の 染色

体 研 究 に お
1．・ て 幾多 の か カζや か しい 業績 を疑 され た ． そ の 門下 か ら÷ 亀千鶴蜷 氏 〔1935 「 キ リ ギ フス 科 の 檗

色体 ）　と西 付功氏 〔1950
−，細 抱学 テ ク ニ

ッ
ク 乃 研究）な どが あ る 。

　ま た 東 大 農学 部 に は 遣 云学 の 先覚者 故外 まi亀太 郎 教 授 （19　08　一・19．　IT，〕が もつ て ，カ イ コ の 遺 斌学的研 究 の 発

達 に 偉大な貢默 を された 。
カ イ コ の 染色体 を景刧に 研究 され た の も外自博± （1894 〕で あ つ て ・そ の あ と を

つ い で 故 勝木喜 董博ニヒ G 翫 8）オ貫カ イ コ ， ク ワ ゴ ，サ ク ； ン の 染 色体 を競究 し て い 凄

　東 京 大学 に 起 つ て も 5一つ の 系統 の 育成   貢献 した 学者に 故谷津直秀博土 が あ ろ 。 谷津 博士 は 在米時 代 に．

細砲学 ． 実 験形態学を 修め られ、東ブ＜理学餓 こ 職 を奉 せ られ て か ら （lgo7
一工938＞・自身

tl．．
も カ イ コ の 染色体

に 関 す る業 窺 （エ9コ・3）を残 さλ ，ま た こ の 方面 に お げ る 多 くの 子 弟 を育或 され た 。京 都 大 学数 授 に な ら れ た

駒井 卓博 土 （現国立 遺伝研究所員）もそ の 一人 で あつ て ． 谷津博士 の 指導 で シ ャ ゴ の染色体 の 研 究 （19L）O）

が あ る （後 述｝。 ま た 岡徹博士 0928っ お 茶 の 水女 子大 教授 ｝は昆 虫 や 甲穀 類 嘩 馳 学 に 貢獻 し て い る 。 sc

勝磨 博士 （1936 −，東京都 立 大 教授）は細胞 分裂 つ 物 琿 ， 化 至学的機溝に関 し て め ざま しい 業績 を公に しつ つ

あ る ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’

　京 都大学 に あ つ た 駒井卓博± （1920
−1946）は主 に 猩 た 蠅 の 避伝学的研 究 に お い て 多 くの 子弟 を養 成 さ i，し，

そ の 発燮に 偉大 な貢獻を されて L・る 。 既 述 の 中村健尾博士 ，ス来重盛博士 も駒井 博士 の 灘 陶 を
t
） け た も の で

あ る t“猩 な 蠅 の 方面
一q 　」：千 野光茂博二辷 （1929 −，諏訪浩陵 高校 長），吉 lll秀男博土 （1∋3工一， 大 阪大学教 擾），

藤井 襤一博士 （1933
−

， 神 戸 大学教授 ）， 大 島長造博土 （1941 」一，大 阪大 学 助 教授），大 垣晶弘 氏 （1942 −．演速

大学 ） など が ，それ ぞ れ学界第 一人者 と して 1舌邏 しつ つ あ る っ ま た稲默 枝博士 （19　39− s 奈艮大 学教授 ｝は

ゴ
マ

ユ パ チ の i豈｛云学的研究に 瓢 ・て ， 徳 川 千代子博土 （ユ949 −，神戸女子学 院大学 教授｝は ノ ミ バ ェ の 紬 胞遣

怯 学 的 研 究 に お い て 独 自 の 分野 を 開拓 され つ つ あ る 。 中村睡児博士 （京都大 学教薑受｝は最 近は発 生過程 に お

け る ア ミ ノ 雙代謝 な ごに つ い て 細胞生 理 学 の 薪分野 を開 拓 され つ つ あ る 。 晴山省吾 博 士 〔エ932 −，広島大学 教

劉 も駒井 博士 の 薫陶 を う：ナ ら れ た学者 で ，キ リ ギ リ ス 科昆 ti1・：　M 色休に 鬨 す ゐ 手広 い 研究 ウ漓 る 。 広 ft大

学教授川材智治郎博士 の 両 祺類 ∫）梼数性 に関す る 研究 も 駒井 博士 に 多 くの 影響 を 5 け て い る 。

　広 島大学 に あ つ て ，阿部余 四 男 教蟹 は 自身 で は細 匏学的 業 績 を銭 され な い が ，そ の 門下 に 多 くの 細胞学 者

を輩 出 して い る 。 そ の 一入 ，故 佐藤井 岐雄博± C193
’2一三9委1）は 両撰類 の 染色体 研究 に お い て 尨大 な業 績 を残

され ，ま た サ ソ リ の 細胞内有形 物質に つ い て 詳 細 な研究 業続が あ る 。 鈴木正将溥士 （1949 −，広島大学助 教

護）は ク モ 類 の 染色体 に つ い て ほ 広況 な研究を展開 しつ つ あ る 6 稲葉明謬氏 （1｛　45 −，広 島大学）は 有肺類 の

粲 色体 研究 に お い て 未開 の 分 野を 開拓 しつ つ あ る 。 小林 清夫 氏 （1鷯 7−
， 広 島大学）は 昆 虫類 の 檠 色休 か ら，

最 近は細 胞化学 （1953 −） の 方面に 向い つ つ あ る 。

　 思村智治郎 博士 （広島 大学教授｝街 1百護 類 の 単為 生殖 の 細麹学的研 究 （1937−｝か ら始ま つ て 倍数性 の 研 究

｛1939 −）に 発展 し，最近 で は種間雑 種 （19．　50−）の 研 究 に 茎い た 種 の 生 理 駒隔離 の 齷題 に ま で ，手 広 く研 究 分

聾 を 押 し広 め つ つ あ
．
］，幾多の 貴重 き業績を 公に して 動麹 の 1吉数性 に関 し て 独特 の 分 野を開拓 しつ つ あ ろ っ

一門 に 多 くの 研究者 を容 し，夫 女 の 分 竪 ℃ 活 發 な研 究 ジ 行 わ オL て い る冂 皆嘉寿美夫氏 〔1947 −，広 島大学 助

教授）に ドジ ョ ウ 科に お け る雑 種 の 研究 ，守屋勝太 氏 （194S
−，岡 1［i大学 助教疑）は カ エ ル の 地方 種 と地 理 的

分祿 の 研究 ， 真 円正 夫氏 （1943 −，山 口大学勘 教授〕は 倍数 性 イ モ ・バ ニ つ い て ．蛯 谷米司 氏 〔1952 −，広 島大

（61 ）
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学 ）は サ ソ シ ョ ウ ウ ヲ の 地方種 の 生 態的 研 究 ，武藤 義信氏 （愛 顯 学芸大 学〕，渡辺 強三 氏 （静岡大学）に カ エ

ル の 倍数性に ， 夫 々 業績 を あ げ つ つ あ る。

　、こ れ ま で の ぺ た 系統 はそ の 起源をい つ れ も東京 大学 に 発 して い る と考 え て よい もの で ある が、それ らに加
’

え て も う一つ 北海道大学 に発 して 発展 した細 抱学 の 大 きな一派が あ る 。 それ は ，元北海道大学 教擾小熊捍博

± （現 国 立 遺 伝学 研 究所 長 ） と そ の 一門 に よ つ て 形 づ く られた 研 究 者 の 一群 で あ る 。 小熊博士 は も と昆虫学

者 と し て出発 ざれ （1913 −）， 細 胞学 の 研究 に 入 られ た の は 1915 年 前後 で あ つ て ，1916 年 に 発表 さ れ た ト ン

ボ の 染色体に 関する もの が そ の 最初の 論 文 で あ る 。 それ故 に 東大 か らの 系統に 比 ぺ て 出発 は お くれ て い る が

そ の
一門か らは現 役 の 多数 の 染 色体研究者 が 出 て 各地 に 分布 し．現在わ が 国 の 細胞学界 1こ お け る活動 分 子 と

な つ て い る e 小熊博 士 は 指導者 と い うべ き もの を もたず．た S
’
当時 （1910 年前後）相 つ い で 発 表 され た ウ ィ

n ソ ン の カ メ ム シ の 性決定 と渠色体に 関する輝や か しい 論丈に刺戟 され ， それ を唯
一

の 指針 と な して 未 開 の

道 を 切 り開き． ト ン ボ，カ マ キ リ等 各種 の 昆虫 の 性檠色体 を始 め （19　20−）， 爬虫類 （工934−）， 烏類 （1927
−
）

喃乳類 （1934 −）， 及 び人 類 （1923 ）の 染色体研 究 に お い て 前入未到 の 境 地を開拓 した こ の 方面 の 世界 の 先 駆

者 で あ る c ま た 同時 に 多 くの 子弟 を養成 され ， 日本に お け る動物細胞学の 発展 の 礎を築か れ た つ 小熊 博士 の

薫陶 を うけ，あ る い は そ の 流れ を汲 ん だ研究 者が ，現 在わ が 国 の 細胞学 研究 の 主 幹を な し て い る こ と を知 る

と き，細胞掌 の 進歩発達 に つ くされ た博士 の 貢蠍 の 偉大 な る を感ず るの で あ る。 小熊博士 の門か ら出た もの

に は ．林碵 二 郎氏 （九州大 学教授 ， 蚕 の 組織学）．島倉亨次郎 氏 （帯広畜産大 学教授．細 胞分裂 の 生 体 観察，

1934r ），伊藤 秀五 郎博 士 （北海道学 i芸大学 教授，昆虫 の 染色体，1933 −），多羅尾 四 郎博士 （東 京女子大学 教

授，ゴ ル ヂ体 ，
1934 −）， 平ガ

ニ

久男 博士 （昆虫類 の 染色体，1934−），新山英二 郎 氏 （北 海道大学助教授 ，甲穀

類 の 染色体，1934 −），門馬 柴 治氏 （北海道大学助 教授，昆虫類 の 染色体 ，
1941 −1， 小 島吉雄 氏 （関西学 院大

学鋤教授 ， 真 珠 の 齟織学 ， 1943 −）な どが あ る 。 山階烏類研 究 所長 山階芳磨博士 も一門で ，小熊 博 ± の 指導

で 鳥類 雑種 の 細胞学的 砥究 （1941 −）を 行い ，こ の 方面 lc大 きな貢献を し て い る 。 筆者牧野 もそ の 門下生 の 一

入 で ．，J・熊 博士 退 職後 は そ の 講座 を 5 け つ い で ， 細 胞学 の 研究 をつ づ け つ つ あ る 。 初期 （1930
−
）は 昆虫，魚

類 ，両 腰類な どの 孩型や 性染色 体 の 厨究 に 出発 し ， 中頃 （19．　40 −）よ リネ ズ ミ類や家 畜な ど哺乳 類 の 染色体研

究 に 5 つ り， 現在 （1951−）は 主 と して 悪性腫瘍 の 細 胞学的 研究 に 従事 し て い る 。 牧野 の 研 究室か ら 出 て 現在

こ の 方面 に 活動 して い る 研究者 は ，川辺 昌太氏 （神戸大学助 教授 ， 猩 々 蝿 ，
1947 −）， 野草俊作氏 （兵庫県 立

農科大学助 教授．魚類 の 染色体 ，1943−），吉田 俊秀氏 （国 立 遺伝研 究所 ，昆虫 類 の 染色体，踵癆 の 飆砲学 ，

1944 −）・北田仁一
氏 （浪速大学講 駈，ゴ ル ヂ体，IE53 −

），竹内恭 氏 （北海道学 芸 大学 ，昆虫 の 染色体 ，
1952 −），

加納恭子 氏 （北大理 学部 ， 踵瘍 の 細胞学，1950 −）， 中村経紀氏 （大阪市立 医大 ， 聨 L類 の 渠色体 ，　 19．　50−），

中 原晧氏 （北大 理 学部 ，細胞 分裂 の 生体 観察 ，1952 −）， Hl中 達 也 氏 （北大 瑾 学部 ， 睡瘍 の 細 胞学 ，
1951う ，

黒川治男氏 （東 京 都 立 大学 ．昆虫 の 染色体 ，IY52 −），斎藤和 夫氏 （弘前大学 ，マ イ マ イ ガ の 性現象，ユ952−），

川村健弥氏 （東京 都立大学 ， 細 胞分裂 の 生体 観察 ，1952 −）， 前本孝道氏 （関西学院大学， 蝶 類 の 染 色休 ，

ユ953−）， 金 久 武 晴氏 （神戸大学，猩 々 蠅 の 腫瘍，1954 −
），高橋正樹氏 （北大 理 学部，哺乳 類 の 性 染 色 体，

コ954−）， 石原饐昭 （国 立 遣伝研，腫蕩 の 組織学 、
ユ954−）， 岡 田正 （北大理 ， 腫瘍細胞の顆粒 ，1954 −），外 村

晶 （北大理 ，腫瘍 の 細胞学 ．1954 −），掬 谷実 （北大理 ，踵瘍 の 細胞学，1954 −）な どが あ る 。 また牧野 の 直

接指導 を 5け て 概究を つ づ け て い る 込 の に 小村達 夫 （岡山大学助 教授 ， 昆虫 の 精 子形成 ，］949・），小川
一

男

（浜 松北高校、多足類 の 染色体 ， 1950 −）．宇 田 川龍 男 （農林省林業試験場 ，鳥類 の 渠色体，　 19　5・　2−）， 広聾巖

〔名古屋大学医学 部，腫塲 の 紬胞学 ，1950 −）な ど が あ る 。

　カ イ コ の 染色体や倍数性 の 研究 に お い て 幾 多 の か が や か しい 業績 （1923 −1952）を残 され た 故川 口 栄作博 士

（元北大 教授）は九州大学 に あつ た 田 中義麿博士 の
一門で ， カ イ コ の 細胞学 の 先 駆的 な研究者 で あ る 。 ま た

佐藤春 太郎博土 （信 粥大学 ，
1929 −）， 橋本春雄博土 （i蚕絲試験場 ， 1933 −）な ども カ イ コ の 染色体を研究 し

た 学 者 で あ る 。 も と 台湾 の 台北大学 の 青木文 一郎教 授の 下 に あ つ て 研究 を された 立 石新吉博士 （現長崎大学

教授）は 哺乳類 や 昆虫類 の 染色体 の 研究 （】931 −）に お い て 独 自の 境 地 を開 い た ◎

（62 ）
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　医学者 の 中に も動物細胞学 の 発壁に貢猷 した研究 者が 少 くない
） そ の うち で ，申 原 和 郎 博 土 （癌 研究 断長）

は カ ワ ゲ ラ の 染餠 M1919），佐 口栄博 土 儉 沢 大学）は 組織培 養に よ つ
”

・rX の m 色体 （1930 −
）を研究 し た ・

また鈴木清氏 （大阪市立 医大）｛鳰 預 の 染色休研究 （19・・30 −）に 縞 ・て 指導朗 な隹 事 を され て い る し 安澄罐

八 郎博士 （大阪 大学〕 は 猩 々 縄 の 唾線染色依 の 組織化学的 研究 〔1933−）ならびに 染色体 の 電 子顯微鏡的 ffza

〔1947−）に お い て特珠 な分野 を開拓 し，数 々 の 業績を公二 しつ つ あ る 。 　（牧賑佐二 郎 ）

逍 伝 学　周知 の 通 り， 遣伝学 の 歴史は 1900 年 Mendel の 法則 の 再 発 見 に 始 ま る と して よい ・ 尤 も更

に 正 確 に 云 えば ，そ れ よ り 4e 年 を遡 つ て Da ・w 玉n に ，或は更に 古 く起原 を求 め る こ とが で き る が ・一応

コ900 年 を起原 とす る。 こ の 齣 ち に ユge2 年 こ の 法 黜 ごSva胞学的基 鰤 ：与えられ る 一方 ・ こ 耡 鞭 物 の ほ

か ，動物に もまた一人類 に も当 て ｛よま る こ とが 分
’
つ た r

　Darwln と Mendel と の 間 に 多 くの 学者が 種 々 の 学説を 発表 した 中に ，　Weismann の 説 は 歴 実的 に 有名

で あ り優秀 で もあ つ た 。 殊にそ の 染色 体の 構 造 とか 行動 こ 霞す る 部 分 雋 そ の 後 の 凝究 で か な 【疵 しい もの

で あ る こ とが証 明 され r＝　．．こ の 意味 で ワ イ ス マ ソ は遺伝学 の 先駆者の らち に 加 え られ る 。 こ の ワ イ ス マ ン の

下 に 永 く学 び ， そ の 勧手 を動 め た もの に 石 川 千代松が あつ た
っ

ワ イ ス マ ソ と石 jl｝と の 共著論 交 2 篇 の 1888

年 と 1889 年 と に 発表 ざれ た も の は ミ ジ ソ 竕 卵 の 成熟 と受 數 乙 関する も の で ・現 代 の 継 包学や 遣伝学 と同

じ方 向 の も の とL・・　，j こ とが で きる 。

　石 川は 帰 屓観 ，東大農 学部 の 教授に な つ たが ，そ こ で 養蚕学 を担 当 して い た外 山亀 太郎 に カ イ コ を財料 に

した 自分 と同繊 の 研 究 を示凌 した よ らで あ る 。 外山 は カ イ コ の 精 子 発生 や 駈期 発生 に つ い て 研究 した が ， ま

た 逶 伝 の 実験 を も試み ，二9D6年始 め て そ の 威果を公表 し た り こ の 概究 は Bateson や Punnett の ニ ワ ト 島

CuenDt 等 の ’・ツ カ ネ ズ も Lang の カ タ ツ ム リ な どに つ い で 早い ・動物 こ お け る メ ソ デ リ ズ ム の 仕事で あ

る 〔

外 由 の 研究 は初め繭 の 白い 品種 と黄 の 晶種 とを 交雑 した も の で あ つ た一 こ の 二 つ ば見事 な分離 をす る対立

形質 で あ り ， ま た勸 泊 に 対 し て 優性 を示す た め ．型 の 如き メ ソ デ ・賦 の 遣伝…鍛 が 見 られ 鵜 外叫 龍 の

ほ か に も蚕 の 斑 絞 ・卵 の 色 ・繭 の 形 な どに つ い て の 遣伝 の 実 験 を 行 なつ た カ；，中 に も有名 な の は卵 の 色 の 或

る もの に つ い て 見 らオ硲 。 い わゆ る 母親遣 伝 の 現象で あ る 。 ま だ養蚕 に 、・わ＠ る 一代雑種の 有利な こ と を発

見 し， こ れ を推 獎 し た こ とは 実用上頻る 有意 義 な卓見 で あつ た っ

　外 山 は 慣 し くも若 く し て 歿 した が ， 蚕 の 置伝の 研 究 ぽ そ の 後 ，多 くの 餠究 者に 受け 嗣 が れ た ， そ の うち で
，

も田 中義麿は東 北大 学 （札幄 ） と 九州 大学 とで 養蚕学 を教 え，特 に 遣伝 に つ い て 研 究 し，ま た 多 くの 後進を

養成 し た 。 田 中 の 行な つ た カ イ コ の 遣低ll二 つ い て の 研究 ば i多くあ る が ，中 に もそ の 雌 に お い て 完全 な遣伝 子

の 連関が あ り ， 雄だげ に 交叉 の 誕 る こ と を 戳 か め た の は最 も著 る しい 亀の で あ る 。　　　　　　　　　 ．

　生 糸 と絹織翰 が 昔 か ら 吾が目 の 重要 産 業 で あ る関緜 上 ．養蚕や 製糸に 関す る科 学的 研究 は早 くか ら盛 んで

そ の た め の 機関 も多 く施 設 も整 い 入員も少な くなか つ た 。
こ れ ら の 研 究 者 の 5 ち に は遺 伝を専 門に す る もの

が比較的 多 く，日本に お け る ヵ イ コ を材 料にす る遣伝学考 の 数 とそ の 論 交 の 数 と は 全 く他国 の 追随 を 許 さぬ

もの だ あ る o そ の うち に は た だ カ イ コ の 遺伝 ば か りで な く，一
般 遙旗学 の 進歩 に 貢默 した 研究 も 少 な く な

い 。 日本人 の 動物遣 伝学 の 業績 中か ら カ イ コ に 関する もの を除けば残 りは寂 し1 ・も の に なつ て しま 5 。 講 み

に Ei中等 6 入 の 著 に な る 「冢蚕 遣 伝学」 1952 を 見れば ，い か に 多 数 の 吾が 研 究 者が競 つ て こ の 虫 を材 料 に す

ろ 砥究 を行 ない ，どの よ 5 な訳果 を得 た か の 一斑が分 る だ ろ  

　カ イ コ に つ い で 日本 の 学者 が 早 くか ら用 い た 動物 の 研 究 材料 に キ ソ ギ ョ と メ ダ カ が あ る 。 外山ば キ ソ ギ ョ

を も研 究 材料 に 使 つ た よ 弓で あ るが ，ま と ま つ た結果 を得 る ま で に は な らなか つ た 。 そ の 後水産講 習所に お

い て 日暮忠 が 同 じ キ ソ ギ ョ を 材 料 に して 研 究 し，1914 年報皆を出 した が ♪こ の 仕事は後に 擾并 能一が継 烝 し

て ま と め 上げ た リ

　メ ダ カ を遣伝学 の 材料 IC し た の は九 州大学 生 琿 学教授 石 原誠 が最初 で あ る e そ の 結果 は 1917　
v91lt

　
AA に さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63 ｝
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