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は　 じ　め　 に

　内分泌 か く乱現象 は，もともと野生生物 に 認め られ た さ

ま ざま な異常現象に端を発 して い る．魚類 に 認め られ た精

巣卵，は虫類や鳥類， 軟体動物の 外部生殖器や生殖 に か か

わ る異 常 な諸 現 象 や，精子数の 減少をは じ め とす る ヒ トに

か か わ る問題 な ど の 原因 と して，環境中に 放出 された 弱 い

ホ ル モ ン活性を有す る化学物質との 関連が議論 され，そ こ

か ら，化 学物質
一

般 の 微弱な ホ ル モ ン活性を検定す る問題

に発展した もの で ある．

　筆者 は メ ダカ を研究対象として 生殖細胞 の 形成 と性分化

の 研究 に携わ って きた，メ ダカ で は 20世紀前半 か ら性に 関

す る さまざまな知見が得 られて おり，そ の 中 に は性決定様

式，受精機構，精巣卵形成 （生殖細胞 の 性分化制御機構），

ホ ル モ ン 投与 に よ る性転換な ど の 研究 が含 ま れ て い る．ま

た ， 安価で 多数個体を維持管理 で きる こ と，また 内温性動

物 で あ る ほ乳類 とは 異なり，体温が環境温度 に 依存 して 変

化 す る外温性動物 で あ る こ となどの 理由か ら，メ ダカ を用

い た （環境）毒性学的研究 も 1970年代 よ り行 わ れて きて お

り， 内分泌かく乱物質の 生物検定用実験動物 と して も，そ

の 手法開発 が積極的 に 進 め ら れて きた こ と は ご承知の とお

りで ある．

　われわれの 研究 グル ープで は 2002年 に メ ダ カの性決定遺

伝 子 DM γ の 同定 に 成功 した，　 DM γは 脊椎動物で 2 番目に

同定された性決定遺伝子で あり，DMY の 発見 は，下等脊椎

動物 に見 られ る多様な性決定様式を活用 して，脊椎動物共

通 の 性決定 ・分化機構を研究す る うえ で 重要な画期とな っ

た．さらに，そ うした観点 に加えて ，DM γ を指標 とす る こ

とに より，メ ダカ の 遺伝的な 性を正 確 に 把握 す る こ とが可

能 に な っ た こ と も重要 で あ っ た．わ れ わ れ は，後述す る よ

うに，DM γを用 い て 野生メ ダカ や種 々 開発されて い る実験

用系統 の メ ダ カ に つ い て 検討した結果， メ ダ カの 性 は かな

りの 後天的お よ び遺伝的性的
“
可塑性

”
を有して い る こ と

を知 っ た，こ の 事実 は，内分泌か く乱物質の 生物検定を行

う際 に ト分考慮に人 れ る べ き こ とで あ る と同時 に，そ もそ

も，野生状態 に お け る い ろ い ろな
“
sc．常

”
の 評価 につ い て

もさ ま ざ まな 課題 を投 げか け る情報とな りえ る．

　こ こで は，そ もそ もメ ダカ が どの よ うな生 き物で あ るか

に つ い て の 概説 か らは じめ，メ ダカ に認 め られ る性的可塑

性 に つ い て 述 べ ，さ らに野生 メ ダカ に 関 して こ れまで に 得

られ て い る知見につ い て解説す る，

゜
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1。実験動物 と しての メダカ

　メ ダカ は ヒ トと 同 じ脊索動物門 に属し，硬骨魚類，サ ン

マ や トビ ウ オ と 同 じ ダツ 目に分類される．メ ダ カ の 仲間の

魚 （メダカ属魚類）は東南ア ジ ア に 20種が生息す るが，メ

ダカ以外はす べ て熱帯域に生息 して おり，低温 に 耐 え る こ

と はで き な い ，メ ダカ は メ ダカ属魚類 で 唯
一

低温耐性を獲

得 して 温帯域に 分布を 広げた 種 で あ り，もと もと温帯域で

進 化 した魚種 とは 生殖特性 な ど，や や 性質が異 な る部分が

ある．こ の こ とは，野生 メ ダカの 生活史などを考え る と き，

留意す べ き こ と な の か も知 れ な い．

　メ ダカ の 種分化 につ い て は分子系統学的手法 で 詳細 な研

究 が行 わ れ て お り，種間の 系統関係はおおよ そ 明 らか に さ

れ て い る．さ ら に，中国大陸，朝鮮
’
卜島，青森以南 の 口本

列島に分布す る メ ダカは，南 日本集団，北 日本集団，東韓

国集団，中国 ・西韓集団の 4 つ の 集団 に 分け られ る．集団

間の 遺伝距離は比較的大き く，
ほ 乳類 で は 種問の 関係 に 相

当す る ほ どの 遺伝的多型件が認 め られる．集団を異 に す る

個体問で も十分な妊性をも っ た 子孫 が 得 られ る こ とか ら，

こ の 集団間の 多型性を活用 して ，メダ カ の 諸形質に つ い て

の 遺伝学的解析が 囗∫能 で ある，また，同時 に，い ろ い ろ な

事象に つ い て ，メ ダカ 内 に は大きな集団差，個体差 が 内包

され て い る可能性が あ る こ と に も重要な 意味 が あ る，
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　実験動物 と い う観点で メ ダ カ を見る とき，まず，小型 で

多数個体 を低 コ ス トで 扱うこ とが で き，世代時間が 比較的

短 い こ とか ら遺伝学的解析を容易に行え る こ とが
一

つ の 特

徴 で あ る，また，卵生で ，初期か らの 全個休発生過程 に つ

い て 観察 ・実験 が可能で あ る こ と も挙げ られ るべ き こ とで

あ る．さ らに ，1970年代以降，各集団に 由米す る近交系の

整備が 進め られ た結果，遺伝的内容を異 に する複数 の 近交

系を使うこ とが ・∫能 に な っ た こ と，さ ら に 近年 ゲ ノ ム 情報

の 整備が 進み，塩基配列 レ ベ ル で比較ゲ ノム 学的解析が有

効 な 手段 と な りつ つ あるこ と，また，自然山来の 突然変異

系統 に 加え，近年人為的 に 誘発 さ れた 突然変異系統 が 蓄積

されつ つ あ り，そ れ らを用 い て ゲ ノ ム 情報を背景 と して 各

遺伝子の 機能解析 が で きるこ と も現代の 実験動物 として は

重要で あ ろ う．さ らに ，わ が 国 で 行 う実験 と い う観点 で い

うと，上記 の 実験動物として 整備された基盤の ヒで，近縁

種を含 め た 野生 個体を実験 に 供す る こ とが で きる こ と は，

メ ダ カ を使 っ た研究 の 見落 とす こ との で きな い 利点で あ る．

2． メダカ の性に 関する研究

　 メ ダ カ を用 い た研究は メ ダ カ の 体色の 遺伝様式 の 研究 に

始まる．會田竜雄は 1921年 に 江戸時代 に愛玩用 に開発され

た ヒ メ ダ カ と シ ロ メ ダ カを用 い，シ ロ メ ダカ雌 と ヒ メ ダ カ

雄 の Fl は ヒ メ ダ カ に な り，そ の Fl 雄を シ ロ メ ダカ 雌 に 戻

し交配 して 得 られる子供は緋色と白が 藍：1で，緋色は すべ

て 雄，白はすべ て 雌 で あるとい う結果を得た，こ の 結果か

ら，黄色素胞 の 色を制御す る遺伝子 R が性染色体 卜二に あ り，

メ ダカ の 性決定様式は XX −XY で あ る こ とを報告 した 1〕，こ

の 雄緋色，雌白の 系統 は，体色 と い う極 め て 判 りや す い 表

現 型 か ら性染色体 型 が推定で きる こ と か ら，そ の 後 の メ ダ

カ の 性 に か か わ る研究で 頻用 されるこ とに な っ た が，同時

に R 遺伝子 は 極め て 強 く性決定遺伝子 と連鎖 して い た こ と

か ら，性決定遺 伝 子探索 上 極 め て 重 要 な位置 マ
ー

カ
ーと

な っ た．な お，ヒ メ ダ カ を緋色 に して い る黒色素胞の 機能

を制御す る B 遺伝子は 2001年 に 同定 されて い るが
1：1，R 遺

伝了の 実体 は 今な お明 らか で は な い，

　 1940年代 か ら 50 年代 に か けて，性 ス テ ロ イ ドをメ ダ カ

の 成魚，お よ び 稚魚に 投与す る実験 が 繰 り返 し行 わ れ た．

つ は 当時は 直接計測す る 方法 が な か っ た性 ス テ ロ イ ドを

メ ダ カ の 第 2 次性徴を用 い て
“
定量

”
する手法開発 とい う

目的で，もう つ は性分化機構へ の 興味 か らで あ っ た，

　 メ ダ カ に エ ス トロ ゲ ン を投与す る と精巣中に 卵母細胞様

の 細胞 （精巣卵） が 出現す る こ とが 認め られ た．本来精 母

細胞に 分化す る精原細胞が卵母細胞様の 細胞 に 分化する系

は，生 殖細胞 の 性分化の 制御機構研究の モ デ ル シ ス テ ム と

考え られ た こ と か ら，江上 信雄 は性 ス テ ロ イ ドに よ る精巣

卵誘導につ い て 詳細な 研究を行 う と と もに，性 ス テ ロ イ ド

以 外 の 因 子 に よ っ て も精巣卵誘導 が起 こ る こ と を示 して い

日本農薬学 会誌

る
3＞．

　また，山本時男 は 雌白一雄緋色の メ ダカ系統 （d−rR 系統）

の 稚魚 にエ ス トロ ゲ ン を投与す る こ と に よ り， 機能的な緋

（XY ）雌を誘導で きるこ とを明らか に し，そ の 後，同様 に

ア ン ドロ ゲ ン を投与す る こ とに よ り機能的な白 （XX ）雄を

作出す る こ とに も成功 した．こ れ に よ り， メ ダカ の X 染色

体 とY 染色体 は，雄を決め る遺伝子を除 くとほ ぼ 同等の 機

能をも っ て い る こ と，そ して 性ス テ ロ イ ドが 生殖巣の 性分

化 （ひ い て は個体 の 性分化）過程で 重要な機能を果た して

い るに違 い な い こ とを主張 した
4）．こ の 研究に より，XX ，

XY の 雌雄両者を得る方法 ， さらに交配 と性転換に よ り YY

の 雌雄を得る方法が示 された こ とは，そ の 後の 性 にかかわ

る基礎研究の みならず，水産分野へ の 応用 の 観点か ら も重

要で あ っ た．

　なお，ヒ記 の 第 2次性徴，精巣卵， 性転換 にかかわ る研

究は，内分泌かく乱現象の 研究分野 に おい て メ ダカを使用

す る た め の 基礎 とな っ て い る．第 2 次性徴発現 に か か わ る

ス テ ロ イ ドの 力価 の 研究は，指標が 血中 ビテ ロ ゲニ ン濃度

に 変わ っ た もの の 考え方として は 同様 で あ り，また，エ ス

トロ ゲ ン に よ る精巣卵誘導に つ い て も同様で あ る，
一
精巣

卵」 とい う表記は，卵と卵母細胞を区分 しな い
， 厳密さを

欠 く表現 で あ り，1970年代か ら 1980年代 に かけて は や や

控 え め に 使用 さ れ て い た 用語で あ っ た に もか か わ らず ， 内

分泌か く乱研究の 中で 再 び息を吹き返 した 感があ るの は，

い ささか皮肉な感想を否めない．

3。メ ダ カ の 性決定遺伝子 の 探索

　われわれ は 1990年代後半か らメ ダカ の 性決定遺伝子を探

索す る 研究 に 着手 した．そ の 方略 は，メ ダカ の 性染色体を

同定 し，染色体上 の 性決定遺伝子の 位置をで き るだ け詳細

に 決定 し，そ の 領域 の DNA の 塩基配列を調 べ ，遺伝子を

同定す る とい う，典型的な ポ ジ シ ョ ナ ル ク ロ ーニ ン グで あ っ

た．そ の 場合，メ ダカ の X 染色体と Y 染色体が 性決定遺伝

子の 存否以外は ほ ぼ 同じで あるとい うこ とは，大きな障害

で あ っ た，そ こ で，南 日本集団山来の 近交系 （Hd・rR 系統）

と北 阿本集団由来の 近交系 （HNI 系統）の 間で交配を行 い，

HNI 系統 の Y 染色体をも っ た Hd ・rR ・YllN系統 （Y コ ン ジ ェ

ニ ッ ク 系統）を作出 した．先 に 述 べ た よ う に メ ダカ の 4 集

団間 に は，大きな 遺伝距離が存在す る こ とか ら，こ の 系統

の Y 染色体 と X 染色体上 の 遺
．
伝子間 に は遺伝的多型があ

り，そ れを手 が か りに 詳細 な染色体地図を作製す る こ と が

で きるこ と に な っ た．われわれは雄 に な る とい う表現型と

R 遺伝子 を手 が か りに，性染色体 に 連載 して い るマ
ーカー

の 同定を進め た，そ の 結果，1998年 に は 初 め て メ ダ カ の 性

染色体を顕微鏡下で 見 る こ と に 成功
5’，2002 年 に メ ダカ の

性決定遺伝子 DMY を同定 した Ct）．

　DMY は極 め て 興味深い 遺伝子で あ っ た．シ ョ ウ ジ ョ ウバ
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エ の 性決定関連遺伝子 douhlesexと線虫 の 性決定関連遺伝

子 mab3 は と もに転写因子で あり，両者 は共通の DNA 結合

ドメ イ ン （DM ドメ イン ）をもつ ．　 DM ドメ イ ン をもつ 転写

因子 は脊椎動物 に も存在 し，DMRT 遺伝 子と 総称 され て い

るが，そ の う ち の D ，ldRTI は 脊椎動物 で かな り共通 に精巣

分化の 過程で 発現す る もの で ある こ とが知 られて い た．分

子 系統解析 が 行 わ れ，DM γ は D．MRTI が遺伝 r一重複 し，そ

の 1 コ ピーが別の 染色体に飛び込ん で ， そ こ で 性決定 とい

う新 た な機能を獲得 した もの で あ る こ とが判明した，

　 DM γの 分 子系統学的研究は も う
一

つ 極 め て興味深 い 事実

も示した，そ れ は 1）M γの 起源は極め て新しい とい う事実 で

あ る，メ ダ カ に は 20種 の 姉妹種があ る こ とは 先 に述 べ た

が，DMR7 フ の 重複が起 こ った の は メ ダカ に
一

番近縁 の 姉妹

種 で あ る ハ イ ナ ン メ ダカ とメ ダカ の 共通祖先 が タ イ 東北部

に 生息す る メ コ ン メ ダカ と種分化 した後 で あ る こ とが示さ

れ た．つ ま り，20 種 の メ ダカ 属魚類 の う ち DMT を性決定

遺伝子 と して い るの は 2 種だ けで そ れ 以外の 18種 は別の 遺

伝子を性決定遺伝子と して 使 っ て い る こ とに なる．われわ

れ は メ ダ カ近 縁 種 の 性 決 定遺伝 子 探 索を 進 め て い る が，こ

れ ま で に性染色体が 同定 され た メ ダ カ属魚類 はす べ て 互い

に 異なる遺伝子を性決定遺伝子として い る と推測されて い

る．つ ま り，メ ダ カ属魚類 を 見る 限 り，性決定 と い う種 の

維持に致命的重要性の あ る事象に つ い て ， そ の 遺伝的制御

機構は極め て 卩∫塑的で あ る こ とが示され て い る こ とに なる．

わ れ わ れ は，こ の こ と は性決定／性分化 機構 を考 え る うえ

で 極め て 重要な こ とで あ る と思 っ て い る．

4．メダ カ の 性的可塑性

　メ ダカ の 性研究は そ れ ま で体色 に よ る遺伝的性 の 識別が

で き る系統 を使 っ て 進 め られ て きて い た が，D ，，W γの 発見 に

よ っ て，個体 の 遺伝的性 を系統 に よ らず，ま た，体色が 識

別可能に な る以前の 稚魚， お よ び 胚 につ い て も調 べ る こ と

が可能に な っ た．そ こ で，わ れわ れ は メ ダカ卵を性 ス テ ロ

イ ドを含 む 溶 液 に 浸 け る こ とに よ る性転換実験を，い くつ

か の メ ダカ 近交系を用 い て行 っ た．そ の 結果，系統 に より

性転換率に 顕著な差が存在す る こ とが判明した，例えば，

エ ス トラ ジオ ール 溶液 に浸 け た 場合，Hd −rR 系統 で は 極 め

て容易に XY 雌が得られ るが ，
　 HNI 系統の 性転換率は低率

に 留 ま る こ とが 判 っ た．ま た，山本時男は ア ン ドロ ゲ ン に

よ る雄 化 は 極め て デ リケートで，極 め て 限 ら れた 濃度 に お

い て の み XX 雄が得られ る と報告して い る が，山本が使川

した d−rR 系統 に 由来す る Hd −rR 系統 は確かに雄方向へ の 性

転換 は しに くい が，HNI 系統 で は極 め て 容易に 性転換す る

こ と も判明 し た．さ ら に ， 東韓国集団由来 の SOK 系統 は

Hd −rR 系統 よ りさ らに雄性化が困難で，　 XX 雄がほ とん ど得

られ な い こ と も判った．メ ダカ近縁種 に おけ る性 ス テ ロ イ

ドに よ る性転換感受性も種 に よ り著 し く異な る とい う知見
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も得 られて い る
7），

　 メ ダカ の 胚時期で の 高温処理 に よ っ て，XX 雄，　 XY 雌 が

得 られると い う予備的な 報告が あ っ た が，わ れわ れ は胚期

の 高温処理 に よ っ て も雌．か ら雄へ の 性転換が誘導され る こ

とを確認し畑 ），しかし，われわれの 結果で ぽ，XY 雌 は 出

現 せ ず，また，性転換率は系統 に より著 しく異 な っ て い た，

　 こ れ ら の こ と は い くつ か の 点 で 示唆的で あ る，一
つ は，

従米われわれが もっ て い た メ ダ カ性転換 の イメージ は d−rR

系統とい う特定系統 に よ る もの で あり，メ ダカー
般 に敷衍

す る こ と はで きな い もの で あ る こ と が 明 らか に な っ た こ と

で ある，d−rR 系統 もク ロ
ー

ズ ドコ ロ ＝
一

系統で あり，ある

程度遺伝的背景 の 斉
・
化が進ん で い るが，一

般の ヒメ ダ カ

は 極 め て 多型的で あ り，野生 メ ダ カ は さ ら に と い うこ と に

な る．した が っ て，性転換感受性が近交系問で 大きく異な

る こ とは，メ ダカ の 種内に は 性転換能 に かか わる多様 な遺

伝予が存在 して おり，そ の 組み 合わせ に よ り個体の 感受性

に は い ろ い ろ な もの があ る こ とを意味す る，した が っ て ，

再現性 の あ る結果を得るた め に は，近交系 の よ うな 遺伝的

背景が均
一

な もの を 使 う必要が あ る反面，そ れ らで 得 ら れ

た結果を野生 メ ダカ に 当て は め る際 に は極 め て 填重な 配慮

が必要とい うこ とになる，

5．野生生物モ ニ タ リ ン グ

　 メ ダカの 性決定遺伝子 DMr の 同定 に 成功 した と きに，わ

れわ れは野生 メ ダカ に おけ る D ，1r の 存在 と性 の 関係を検討

す る こ とを計画した，そ こ に はい くつ か の 日的が考え られ

た，性転換実験の 結果を考える と，メ ダ カ の 性 は 極．めて 微

妙で 雌雄 の 遣伝的違 い は 極 め て 小 さ い こ と，そ して ，最終

的 に は雄，あ るい は雌 に なり決して 中途半端 な 雌雄同体個

体 に は な らない こ とか ら，臼然界 に は性分化関連遣伝子 の

突然変異 に よ る機能的な性転換個体が 生息す る こ とが f想

され た，そ こ で，DMY の 存否を指標 と して 自然集団中の 性

転換個体を集 め 解析す る こ とで DMr 以外 の 性決定関連遺

伝子 に 関す る情報を得 る こ とが一
つ の 日的とな っ た．二 つ

めの 日的は，メ ダカ種内の 大きな多型性 か ら，自然集団で

DM γ とは別 の 性決定遺伝子を採用 して い る集団が あ る可能

件 が 考え ら れ，そ の 点 に つ い て 検証す る必 要で あ っ た，第

三 として は，性転換を指標 と した 内分泌 か く乱物質 の 野生

生物 へ の 影響．評価 の 基礎的 な 手法を確立 す る こ とで あ っ た．

　野生 メ ダ カ を採集 し，そ の ヒ レ の
一部か ら得られ る DNA

を調 べ ，DMF があるかない かを検討 して ，そ の 個体の 遺伝

的性を決定 した．そ れをそ の 個体 の 表現型 と して の 性と比

較 す る こ と に よ り，DMV の 存否 と雌．雄性の 関係 を 調べ た．

こ の 方法で は，仮 に 遺伝的性 と表現型が不一致な個体が得

られれば，そ の 個体を交配 して 遺伝解析 を行 う こ とが 可能

で あ る，

　 こ れまで に 72地点 5517 個体の 野生 メ ダ カ，加 え て 新潟
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大学で 系統保存 されて きた 日本各地 の 野生 メ ダカ 84系統

1156個体， 合計 6673 個体に つ い て 調べ た 結果，XY 雌 17

地点 100個体と XX 雄 15地点 25 個体を得た
9）．こ の 結果

は，臼然界 に は 機能的な性転換個体が 1〜3％ 程度存在 して

い る こ とを示した，そ れ ら性転換個体は多くの 場所で は散

発的に 認 め られ て お り， 1 ヵ所で 多数個体が 見 い だされ て

い な い こ とか ら，そ れ らの 性転換個体 は 内分泌か く乱物質

に よ る と は考え に くい こ と も推測 さ れ た．ま た
， 少 な くと

もこれまで 調べ た野生集団はすべ て DM ．V を性決定遺伝子 と

して採用 して い る こ と，つ まり，集団単位 で DM γ以外の 遺

伝子 を性決定遺伝子 と して い る もの は現時点で は見 い だ さ

れ な か っ た．

　性転換個体 に つ い て は順次遺伝解析を行 っ て い る．XY ＊

雌 に つ い て は通常の XY 雄と交配 し， 得られ た XY ＊ 個体 の

性を検討した，そ の 結果， こ れまで に 遺伝解析を行 っ た十

数地点 の XY ＊ 雌 の 子孫か ら XY ＊ 雌が得 られて お り，そ れ

ら XY ＊ 雌はす べ て DMV にか か わ る 遺伝的要因 に よ る性転

換で あ る と推定 で き た．た だ し， F1 で得られ る す べ て の

XY ＊ 個体すべ て が雌 にな る場合 と，雌雄両者が出現する場

合が あ り， 遺伝子解析の 結果， 前者の 多 くは DMy 遺伝子

の 欠失に よ る フ レ
ー

ム シ フ ト型突然変異に よ る こ と、一
方，

後者は DMY の エ キ ソ ン 部分 は 正常 で，発現量 の 低下が認

め られ る こ とが わ か り， 雄分化 に は
一

定量以 上 の DMY の 発

現が 必要 で あ る こ とが推定されだ
m ．なお，雌雄両方 の 個

体が得られ る もの の
一

部 で は常染色体一ヒの 遺伝子が当該個

体が雄に な るか 雌 にな る か に関与 して い る可能性も明 ら か

にな り，そ の 遺伝子の 所在を現在検討 して い る．

　
一．．一

方，XX 雄 に つ い て は 解析が進 ん で い る の は
一

部 の 個

体に限られ るが ，
正常XX 雌と の 交配 で 得 られ る個休 はす

べ て雌に な る こ と， そ の F1 個体をもとの XX 雄と交配す る

と XX 雄が出現す る 結果が得 られ，こ の XX 雄出現 は 遺伝

的要因 に よ る こ とが 明 らか に な っ て い る．新潟市 白根で 得

られ た XX 雄 につ い て は そ の 原因遺伝子が メ ダカ の 8番染

色体の 特定領域 に存在す る こ とが判明 しつ つ ある．

　以上 よ り， メ ダカ は 先 に述べ た後天的な性的可塑性 に加

え て，野生 メ ダカ集団内 に は 1％ 程度 の 性転換個体を生 じ

る ような遺伝的多型性 が保持 されて い るこ とが 明 らか に な っ

た，

お　わ　り　に

　内分泌か く乱 の 現象は 野生生物 の 異常に 始まる．そ の 意

味で，野生生物 に おける 異常現象を把握す る こ とは極 あ て

重要 で あ る に違 い ない ，しか し，過去，日本の 野生生物 の

確 か な 異常現象 の 報告 は 極 め て 少 な い ，そ の 結果 と して，

内分泌か く乱現象 の 研究が，そ もそ もの 現象な しの 1評価

手法」開発を目的 と した 研究中心 に な っ た き らい が あ る，

囗本農薬学会誌

　 日本 の 野生生物 に かかわ る報告が少ない 原因 の
一

つ は，
“
ヒ ト以外 の

”
野生生物を対象 と し た研究が 少 な い こ とが あ

る．今 ll，多 くの 研究 は モ デル 生物を使 っ た もの で あ る．

往 々 に して そ の 結果はそ の 生物
一

般 に適用可能 だ とい う暗

黙 の 前提 で 行われ，そ の た め
， 実験精度が期待 で きな い 野

生生物 に 目を向ける こ とが少な くな りつ つ ある こ とは 否定

で きない．

　今回の 野生 メ ダカ の 例 は ，生き物 は そ の 種内に い ろ い ろ

な多型性を保持 して い るとい う，極めて 当然な こ とを教え

て い る．つ まり，ゲノ ム をは じめとするモ デル 生物の 生物

現象に つ い て の 知見を野生 の 生き物で 検証 し て い くこ と，

逆 の 言 い 方をす る と，一
定以上の 精度 で野生生物の 観察を

行 っ て い くこ との 重要性を教えて くれて い るように 思 う．

　典型的な 「正 常」 状態か ら 逸脱 した現象すべ て が 異常で

は ない，ある生物種が内包 して い る多型性を ト分考慮 して，

異常現象を評価 で きるだ けの 野生生物 に 関するい ろい ろ な

レ ベ ル で の 情報の 蓄積が 必要で あ ろ う，
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