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ゾ ウ リム シの 接合型遺伝 子 圃f‘に お け る 特蘇な組換

えにつ い て

月井雄二 ， 樋渡宏
一

（東北大 ・理 ・生物）

Aberrant 　recornbination 　in　intersyngenic　hybrids

of　 Paramecium 　 caudetum

YuUJI 　 TSUKIT，　 KoIcHI 　IIIWATASHI

　 ゾ ウ リ ム シ 　（Paramecium 　ca “datUtn）　の 各

syngen （同胞種）の 接合型 E を支配 す る遺伝子 Mt

は ，人為的に syngen 間 の 交雑 を 行 な っ て 他 の

syngen に 導入 す る こ とが で き る。通常，各 syngen

由 来 の Mt は 互 い に alelle と し て ふ る ま うが，あ る

頻度 で 組換 え を起 こ す。と こ ろ が 組 換 え 後 の 2 つ

の Mt は 互 い に 独立遺伝 を す る様 に な り．こ れ は

pseudoalelle ， 不等交差 モ デル の い ずれ で も説 明 で

きな い。昨年 （遺伝学会） は ， Mt の 転移仮説を提

示 した が，そ の 後 の 研究は こ の 仮説 が 不充分 で あ る

こ と を 明 らか に し た 、すな わ ち，syngcn 　 1 と 3 お

よ び syngen 　 l2 と 3 の 雑種由来の 組換え体 A ，
　 B

（i −Nl） お よ び F ，　 G （XXIV −XE）を 互 い に 交配

す る と 3 つ の syngcn の E 型 （ll，　 M ，　 X　X　N）を

同 時に 表 わ す 株 （triple　mating 　type）が得 られ た 。

こ の うち A −F
，
B −G の 組 合 せ に よ る tripie　mating

type 株 で は 検定交雑 の 結果，それ ぞ れ の 接合型を

支配す る遺伝子 Mti，　Mts，　Mti2 　Ft互 い に 独 立 に 遺

伝 し た 。 こ こ ま で ｝t 　Mt の 転移仮説を支持 し た 。 し

か し A −G 由来 の triplc　 mating 　type　a の 場合 は ，

Mt1 と Mtig が独立 tC遺伝 せ ず．減数分裂時 に そ

れ らが 90％の 割合 で 分離し （相反 ； repulsion ）， ユ0

％の 割合 で 同 じ配偶核 に 入 っ た （相引 ；coupling ）

こ とを 示 す結果 と な っ た 。 そ して こ の 相引の 起 こ る

頻度は 次世代 で も変らず に 10％ で あ っ た。 これ は 通

常の 交差，組換えモ デ ル ば か りか，上述の Mt 　O 転

移仮説 で も説明 で きな い 。以上 の 結渠 は ，こ れ らの

特殊な組換え体で は Mt 遺伝子を乗 せ た 相同染色体

の 分離機構 に 異常が生 じる が，　 A −G 間 の 場合 は 90

％ の 割合で 正 常 な 分離が起 ぎ る と考 え れ ば説 明で き

る 。 しか し現段階で は転移仮説 を 完全 に は否定 で き

な い。
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マ ウ ス 色素細胞分化に お け る mtbw 遣伝子 の作用機

序

伊藤
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The 　 mechanism 　of 　 Mibw 　gene 　 action 　ln 　しhe

differentiation　of 　mouse 　 melanocyte

KAZUQ 　ITo，　 TAKUJI 　TAKEuc 田

　マ ウ ス の 白斑 遺伝子 は．色素細胞分化 の 初期 の 過

程 で 重要な役割を果す遺伝子 と考え られ て い る。し

か し，そ の 作用機序 の 複雑 さ の た め に，白斑遺伝子

の 多 くは そ の 働 きが ほ とん どb か っ て い な い 。今回

の 実験 で は，白斑遺伝 子の
一

つ で あ る mibw 遺伝子

の 機能 を 知 るた め に ，一
連 の 器官培養 ・細胞培養を

行な っ た 。

　生後 1 日の 新生児皮膚を 器官培養す る こ とに よ っ

て，皮膚環箋以外 の 生体環境か ら の 色素細胞 に 対 す

る影響 を 取 り除 い た 。 しか し， mibw 突然変 異体 に

お い て は ，識別 可能な 色素細胞 は 分化 し て こ なか っ

た 。 α
一MSH （melanocyte

−stimu 畫ating 　hormone ）。

テ オ フ ィ y ン な どの 色素細胞分化を促進する こ とが

知られ て い る ホ ル モ ソ お よ び試薬に よ る 処理 も効 果

がな か っ た。そ こ で ，皮膚環境その もの の 色素細胞

に対す る 影響を 取 り除 くた め IC，生後 1 日 の 新 生 児

皮膚 の 緬胞培養を 行 な っ た 。 そ の 結果． 5 日培養後

野生 型 と同 様 に ，色素細胞検 出の 手段 で ある j）OPA

反応に 対 し陽性 の 細胞が観察され 鵡 こ れらの 細 胞

は 、α
一MSH や テ オ フ ィ リ ソ で 処 理 す る こ とに よ っ

て ，細胞数 の 増 大 を示 した。

　 こ れ ら の 結果 は ，以下 の こ とを 示 して い る様 に 思

わ れ る 。 （1）mibw 突然 変異体 の 皮膚の 細胞培養に よ

っ て 観察 され た DOPA 反応陽性細胞 は ，未成 熱 な

色素細胞 で あ る。  こ の 突然変異に お い て は ，そ の

白斑 部域 に DOPA 反応陽性細胞 に 分 化 し うる 色素

芽細胞 が 存在す る。C3）MibTV 遣伝子は ，色素芽細胞

の 分化 に 対 して ，皮膚環境 と の 相互 作用 を通 して働

い て い る 。
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