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る 。 異型 の 系統 を交雑 し て F 】 分枝系 を つ く り，そ

れ らの 交配型発現 の 様
’
r・を調 べ た qFI は 末熟期 を

経 て 青年 期 （且 dolescence）tc入 る と，8 交配型 の ど

れ か 二 つ と順次交配 で きる よ うに な り，つ い に 6 交

配 型 と接合す るが，な お残 りの 2 型 と交配で きない 。

C の 時期 を 2 型期 とす る 。 例 え ば交配型 1 × H の F1

は ，そ の 2型期で ，交配型 1 ・一一．W ， 1一皿 ， 1 − IV

あ る い は H 一膕 に 反 応 し な い もの に分 け られ る。 こ

の よ 5な F1 も成熟期 に 入 る と ， 接合で きな か っ た

二 つ の 交配 型 の
一

方 と交配す る よ 5 に な り，交配型

が 決定す る 。 上 述の 交雑 で は ，交配型 1，H ，　 IVお

よ び 田 の どれ か に 属す る 4種類の Ft 分枝系がえら

れ る 。 従 っ て ，F1 の 2 型期で 接合で きな か っ た 交

配型は 成熱期で 決定さ れ る型 の 適当な組合せ で あ る 。

こ の こ とは 他の 交雑 に つ い て も云え る。

遺伝実験用シ ョ ウジ ョ ウ バ ェ

　　 集 団の 生 態的構造

大羽　滋 （都 立大 ・理 ・生物）

　Pearl の 方法で 約 80 週 （25 世代位 と推定）維持

され て い る ク ロ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ 実験集団 に つ い て ，

2 週 間継続的 に 成 虫 数 を数 え，そ の 生 態 的構 造 を 明

か に し た 。 成 虫数で 表わ され た集団の 大 きさ は ，20

％ イース ト培 地 の 場合平均約 300，10％ イ
ース ト培

地 の 場合 250280 で 大差な い が ，変動は 前者 の 方 が

大 きい
。 また 成虫の 中で 新 し い 羽化 した 個体 の 占め

る 割合は 前岩で 50％，後者で 30％ で あ る。
こ れ は

羽 化数が前者の 方が約 2倍に 達す る が ，牛 残率 は 前者

が 著 し く低 b た め で あ る 。 生残率 お よび雌 あた りの

次代成虫 数 は 集団 の 大 きさ と と もに 規 則 的 に 減 少 す

るが，い つ れ もイ
ー

ス ト濃度に よ っ て 大 きく左右 さ

h る 。 以 上 の 値 は 世 代 の 経 過 に つ れ て 変化 す る 。羽

化成虫 数 は 増加 し て は じめ の 2 倍以．．ヒに な り，逆 に

羽化 まで の 期間 は 短 くな る 。 こ れ に と もな っ （は じ

め は 少産少死型 で あ っ た IO％ イース ト培 地 の 集団

も，だ ん だ ん 多産多死 の 20％ イ
ー

ス ト培地 の 場合

の 型に 近 づ く よ うで あ る。

仲尾善雄　Preadult の 時期 が 10％ と 20％ イース

トの 場合で ひ IJ）よ
e
） に 違 うの は ど うして か。

大 羽 　Preadult 期 の 短 縮 が 20％ に く らべ て 10％

の ときに は ろ きりし ない の は ，羽化成虫数 の 増加 に

よ る羽 化 の お くれ が 単 純 平 均 に 大 き くひ びい て く る

た め で ， preadult 期 の 正確な比 較 に は ，羽化成虫

数 に つ い て 補正 が 必要。

シ ョ ウジ ョ ウバ エ の Bar 系統 に

　　　 お ける複眼 の 分化

加 地早 苗 （甲 南 大 ・理 ・生 物）

　Lactamide は Bar の 小 眼数を 野生 型の そ れ に等

し く増 加 させ，卜塒 に 脳 の 神経球 を も．野生 型 同様

に 増大 させ る働 きをもっ て い る。さて ， こ の 物質は

直接眼原基 に 働 くの か ，第 1 次的 に 脳 に鋤
’
き 2 次的

icee原基 に 働 くの か ，あ る い は そ の 逆 か ，に つ い て

次 の よ うな 方法 に よ りこ の 関係を 明か tcし た 。 先ず

cepha ！ic　complex の ま ま，あ る い は 眼原基の み を，

あ らか じめ lactamide を
・
含 ん だ 液 で hanging 　drop

法 に よ り一定時間培養 し，前者は 眼原基 の み を と り

出 し，そ れ ぞ れ Bar の 幼 虫 に 移 植 し た 。 羽 化 後 ，

移植片 を と り出 し小眼数 を し らべ た 。 こ の 結果，両

者 と も に ，

一
定 の 時期 に 限 り小 眼 数の 増 加 が み らh ，

小 眼 の 分化 に 羌異が み と め られ なか っ た 。 した が っ

て lactamideは 直接眼原基 に 働 くもの で あ る と見

倣 す こ と が で き る 。

黒 田行 昭 　 1）Lactamide を こ の 実験の よ うに eyb

dtSC に 作 用 させ て 移植 した 場合 と，餌 に 混入 し て

与 え た場 含 との 相違 は 如何。 また そ の 原因は 如何 。

2）若 h 時期の eye 　disc を長時間 lactamidie で 処

理 し た 場含は ど 5な るか o

加 地 　 1）餌 に混 入 した 時 の 方が移 植 の 時 よ りも有

効 で あ る。器官培養 ，移植な ど の 手段 を経 る こ とは ，

原 某 自身の 条件 を悪 く し て い る の が 原因 と考 え る。

2）若 い 時 期 の もの を長時開培 養 す る こ とは 現 在 の

と こ ろ 困難で あ る D

シ ョ ウジ ョ ウ バ エ の触 角異常

高谷　博 ・加地早苗 ・井 上一郎

　　 （甲南大 ・理 ・生物）

　DrosoPhiJa 　inelanogaster の CantDn 系に 見 られ

る 遺伝的 な 複跟 の 部分欠失 （erosiOn 　 eye ）に は，し

ば し ば 触角の 異 常 （過剰 ま た は 欠失） を と もな う こ

とが あり． し か もこ の 異常 もま た遺伝 され る形質で
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あ る （井上 ・高谷 1964）。

　同様な 触 角の 異常は Kirishima ・Shieya ・Botysu

の 各系統 に も現わ れ る の で ， こ れ らの ハ エ を使 っ て ，

淘汰の 実験を行な っ た 。
Kirishima 系の ハ エ で は，

10f弋に わ た る 淘汰 に よ っ て 触角異常の 出現率 は 16・6

％ か ら 41．6％ に 上 昇 す る と 同 時 に ，異常 の 程度 も

増 加 して ， 欠 失 複 眼 と一致 し た 遺 伝 的行動 を示 し

た 。
Shi・ y・ 系 の ハエ で もほ ぼ同様 な結果 を得 た が ・

Betysu 系 の ハ エ で は 陶 汰 の 効果は 明 白 に は 認め ら

れ な か っ た 。

大 島長 造　左右不相称の 現象は 選抜の 結果 ど 5な る

か 。

高 谷　選抜の 効果があ る程 度以 上 に な る と，左右相

称 に な る 傾向は か な り明瞭 で す。

島倉亨次郎 　第 1，第 2 の 系統 と ， 第 3 の 系統 と

の 間で 選抜効果 K 差 が あっ た こ との 原因 は どう考え

る か 。

高 谷 現在 の 所，系統 の 問 に 差が あ る と い う事実 を

確 か め た だ け で 、こ の よ うな 差 を生 じ る 原因 に つ い

て は ，今後 に 検討 し た い と思 っ て い る 。

Paramecinm 　caudatum の 交配 型形質の

　　 発現 に対する細 胞磨砕物 の 影響

樋 渡 宏一 （東北大 ・教育 ・生物）

　Paramecium 　catedatum の 交配型 は 1 対 の 対立

遺伝子 に よ っ て 決定 さ れ る こ と は 前 に 発表 し た が，

一般 に 遺伝子型
mt ！mt の もの は 白系接合が お こ らな

い か，きわ め て お こ りに くい の に 対 し て ，
mt1

＋ また

は
’t＋ の もの は 高 い 頻度で 自系 接合 をお こ す Q この

原因 を 解析 す る 1 つ の 手段 と して ，m ヲ田 t の 系統を

＋
ノ＋

の 細胞 の 磨砕物 で 処理 し た 場合 に ，’” t！・ ・t が 自

系接合 を蔚 こ す よ うに な る か ど うか を し らべ た 。 結

果 は 実験 に よ っ て か な りま ち ま ち で あ るが，対照 に

は 全 く自系接合が お こ らな い の ¢ ，磨 砕 物処 理 を行

っ た もの に し ば し ば自系接合が見 られ た 。 た だ し磨

砕物 の 影 響 は 必 ず し も交配 型 rc特異的で は な く，同

じ型 の もの で 処 理 して も自系接合がお こ る場 合が あ

る 。

一般 に 交配 反応能力の 強 い もの を磨砕物 と し て

使 う と効果が あ る が，暦砕物中で の 分裂回数や死亡

率との 関係 は あ ま りは っ き りし なか っ た 。

三 宅章雄　1）Syngen 　12 で栄養条件が selfing の

出現 に 影響を及す と 以 前に 報告 され た が，今回 の 実

験 で 栄養条件 との 関係 は ど うか 。
2） Syngen 　3 以外

の Lynger の ゾ ウ リ ム シ の brel の 効果 は どうか 。

樋渡　1）brei 処 理後の 栄養条件 は ，結果 に あ ま り

影響を 与えない 。
2） ま だ や っ て い ない

。

Euptotes　eurustomtts （せ ん毛 虫）の 双体

桧 垣 守宏 （兵庫県立 芦屋高）

　EaPlotesで 双 体 （double 　anima1 ）を作 る 方法 を

V： ろ us ろ試 み た が，接合対の 温 度処理 が 最適で あ っ

た 。 接合 の 核変化 を指標 と して 接合対 を 前期 ， 中期，

後期 の 3期 に 分け，そ れ ぞ れ 40 ° G に 45 分閥さ ら

し た 、 そ の 結果 ， 前期接合対 の 処理 は ど れ も分離 し

て 正常体 に 復す る 。 中期棲合対 で は 分離せ ず，そ の

22％ は 核変化 を完 全に 停止 し て 双 体 とな り，残 りと

後期接合対は 処 理 後 3− 5 時間で 核変化 は 再開 し て

接 合完 了体 とな る。双 体 は 1− 2 日後 に細胞分裂 を

行ら。
こ の よ 5 な双 体 は，接合対 の 湿度処理 K よ り

核変化が停止 し ，接合体 の 問に 細胞質連絡橋 が 異常

に 発達 した もの と考 え られ る。

Parameciu 囮 c α 解 dr  眦 肌 の SH 基

春 日 徳彦 （東 北 大 ・理 。生 物 ）

　P ・caudatu ”t の 接合は 種 々 の 金属塩化物 に ょ っ

て 人 為的 に 誘導され るが，Hg
，
　Zn

，
（】d

・
Cu の 塩化

物 で は 接 合 を 誘導で きなか っ た 。 こ の こ とか ら接合

誘導の 機序 KSH 基 が 関 与 して い るか も知 れ な い と

考えられ た 。
こ の 関係 を追求す る 際， SH 基 の 検 出

が平行 し て 行な わ れ る必 要 が あ る の で RSR に よ る

検 出を行 い ，表面，特 に繊毛が染色 され て い る 可能

性が あ る と い う結果 を得 た 。 更に 接合を誘導で きた

物質 （Mn ，
　Co

，
　K の 塩化 物 及 び EDTA ）は RSR

に よ る SH 基 の 染色性 を阻害 せ ず ， 誘導で きなか o

た Cu
，
　Hg

，
　Zn ，　Gd の 塩化物は SH 基 を マ ス クす

る こ と が 明 ら か と な っ た。し か し PGMB （2 ×

10−5M
） で SH 基 を完全 に マ ス クす る の に は 6 時

間を要す る に も拘 らず ， 接合能力 （mating 　reactivi
・

ty＞を 失 な わせ るの に は 40 分足 らず しか 要 し ない 。

　従 っ て SH 基 が接 合に 直 接 関 与 して い る と して

も それ は 椥
．
臼さ れ た SH 基の うb の ご く

一部の も
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