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１. はじめに

　植物の細胞内において、ミトコンドリアは核ゲノムとは異な
る独自のゲノムを保持している。ミトコンドリアの起源は細胞
内に共生した好気性細菌であるという説が提唱されており、共
生の過程で多くのミトコンドリア遺伝子が核ゲノムに移行して
いったと考えられている。そのため、ミトコンドリアが正常に
機能するためには、核とミトコンドリアの２種類のゲノムが協
調的に働く必要があると考えられる。また、ミトコンドリアは
細胞内におけるエネルギー生産の場でもあり、生物にとって必
須なオルガネラ（細胞小器官）である。よって、細胞内におい
て核とミトコンドリアが相互に依存し合い、様々な生命現象に

関与している事が伺える。
　この核 - ミトコンドリア間の相互作用が、植物における雄性
生殖器官の発達や機能に重要な役割を果たしている事を示唆す
る現象として、細胞質雄性不稔性（Cytoplasmic male sterility; 
CMS）がある。CMS は、遠縁品種間の核置換系統などにおいて、
核ゲノムとミトコンドリアゲノムの間に不和合が生じた結果現
れ る と 考 え ら れ て い る（ 図 １）（Schnable and Wise, 1998, 
Hanson and Bentolila, 2004）。CMS の植物では、雄ずいの位置
に花弁や心皮が形成されるホメオティックな変異や葯の形成不
全、葯は形成されるがその内部で花粉が正常に発達しない、と
いった多様な表現型が見られる（Chase, 2007）。これらはミト
コンドリアゲノムにコードされる遺伝子の作用によって引き起
こされ、細胞質遺伝を介して次代に受け継がれる。また、
CMS の特徴として核ゲノムにコードされる稔性回復遺伝子

（Restorer of fertility; Rf）の存在が挙げられる。核ゲノムに
Rf 遺伝子をもつ稔性回復系統においては、その遺伝子産物が
CMS 関連ミトコンドリア遺伝子の作用を阻害し、稔性を回復
させる（図１）（Hanson and Bentolila, 2004）。CMS 系統と稔
性回復系統を利用する事で、一代雑種育種を効率的に行う事が
できるため、CMS は農業的に重要な形質である。さらに、
CMS とその稔性回復機構は、「核遺伝子によるミトコンドリア
の制御」のモデルとして学術的にも非常に興味深い分野である。
これまで、複数の植物において CMS 関連遺伝子や Rf 遺伝子
の探索が試みられてきた。本総説では、CMS とその稔性回復
機構について、これまでに同定されている様々な CMS 関連遺
伝子と Rf 遺伝子の例を挙げ、特にモデル植物であるイネの
CMS の例を詳しく取り上げ、紹介する。

２. CMS 関連遺伝子と Rf 遺伝子の探索
2ｰ1. CMS 関連遺伝子
　CMS 関連遺伝子は、正常型の細胞質には見られない新規の
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図１　 連続戻し交配による CMS 系統の作出及び、CMS 細胞
質と Rf 遺伝子座の組合せによる花粉稔性の有無。CMS
系統を維持するために、Rf 遺伝子を持たず正常型の細
胞質を持つ系統（維持系統）を用いる。CMS 型の細胞
質を [S]、正常型の細胞質を [N] と示す。
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orf であり、これらはミトコンドリアゲノムにおいて頻繁に起
こる組換えによって生じたと考えられている（Hanson and 
Bentolila, 2004）。これまで CMS 関連遺伝子として同定された
orf には、由来不明の配列と、ミトコンドリアゲノムにコード
された遺伝子に相同性を示す領域とのキメラ構造をとるものが
多い（Hanson and Bentolila, 2004）。CMS 関連遺伝子の探索方
法としては、CMS を示す細胞質と正常型の細胞質との間で構
造や発現パターンに差があるミトコンドリア遺伝子を探す方法
が挙げられる。また、CMS 関連遺伝子は Rf 遺伝子の存在によっ
てその発現パターンが変化するものが多い事から、CMS 細胞
質と稔性回復系統の細胞質との間で比較を行い、探索する方法
もある。
　図２に、これまでに同定されている CMS 関連遺伝子の例を
示す。トウモロコシの T 型 CMS 系統においては、正常型細胞
質には見られない T-urf13 が見出された（Deway et al., 1987）。
核ゲノムに稔性回復遺伝子 Rf１ を持つ個体では、T-urf13 
mRNA のプロセッシングパターンに差が見られ、ミトコンド
リア内膜における T-URF13 の蓄積量が減少する（Wise et al., 
1987, 1996）。また、ペチュニアの CMS 系統では pcf が見出され、
この遺伝子領域に由来するタンパク質の蓄積量が稔性回復系統
において減少する事が知られている（Nivison et al., 1994）。オ
グラダイコンにおいては orf138 が、コセナダイコンにおいて
は orf138 遺伝子内の 39 塩基の欠失によって 125 アミノ酸を
コードする orf125 が見出され、いずれも稔性回復系統におい
てその翻訳産物の蓄積が抑制されている（Bonhomme et al., 
1992, Krishnasamy and Makaroff, 1994, Iwabuchi et al., 1999）。
さらに、テンサイ Owen 型 CMS 系統のミトコンドリアゲノム
には、正常型のミトコンドリアゲノムには存在しない preSatp6
が見出されている（Satoh et al., 2004）。preSatp6 の遺伝子産
物である preSATP6 はミトコンドリア内膜に局在しホモオリ
ゴマーを形成するが、稔性回復遺伝子 Rf1 の存在下で複合体
の形成が壊れるという知見がある（Yamamoto et al., 2005, 久

保ら , 2008）。この事から、CMS 関連遺伝子産物のミトコンド
リアにおける局在や複合体形成の有無といった生化学的な解析
が重要である事が分かる。また、相互作用因子の有無なども興
味深い点であり、今後の研究の進展が待たれる。

2ｰ2. Rf 遺伝子
　表１にこれまでに同定されている Rf 遺伝子を示す。トウモ
ロコシの T 型 CMS に対しては、Rf1、Rf2 という２種類の Rf
遺伝子が稔性回復に必要とされる。このうち Rf2 が単離され、
これが Rf 遺伝子の同定の最初の報告となった（Cui et al., 
1996）。RF2 はミトコンドリアのマトリックスに局在する可溶
性のタンパク質であり、ミトコンドリア型アルデヒド脱水素酵
素に 75% の相同性を示していた（Cui et al., 1996, Liu et al., 
2001）。この事から、T 型 CMS 系統の雄性生殖器官では、不
稔性を誘発する何らかのアルデヒド様物質が生産されるが、
RF2 が酸化反応の触媒に関与する事でそれを回避している、
という可能性が考察され、発現タンパク質を用いてその酵素活
性も確認された（Cui et al., 1996, Liu et al., 2001）。しかし、そ
の後、この仮説を支持するデータは示されておらず、CMS 関
連遺伝子産物 T-URF13 との関連も含めさらなる解析が必要で
あると考えられる。
　トウモロコシの例に続いて、ペチュニアの CMS に対する Rf
遺 伝 子 で あ る Rf-PPR592 が 単 離 さ れ、pentatricopeptide 
repeat（PPR）タンパク質をコードする事が示された（Bentolila 
et al., 2002）。PPR タンパク質とは、35 アミノ酸の同方向繰り
返し配列から成る PPR モチーフをもつタンパク質であり、そ
のほとんどがミトコンドリアや葉緑体といったオルガネラにお
いて、転写後制御や翻訳制御に関与すると考えられている

（Small and Peeters, 2000, Lurin et al., 2004）。その際、標的と
なる核酸（主に mRNA）に PPR モチーフを介して配列特異的
に結合する（Small and Peeters, 2000, Lurin et al., 2004）。Rf-
PPR592 単離の報告後、オグラダイコン、コセナダイコンの
CMS に対する Rf 遺伝子、Rfo 、Rfk がそれぞれマップベース
クローニング法により、ほぼ同時期に単離された（Koizuka et 
al., 2003, Brown et al., 2003）。これらは共に PPR タンパク質を
コードしており、アミノ酸配列の比較の結果、同一の遺伝子で
ある事が分かった（Brown et al., 2003）。さらに、（2-1）で述
べた様に、Rfo/Rfk は ORF138 および ORF125 の蓄積を抑制
するが、その際、orf138 mRNA および orf125 mRNA の量は
減少しない事から、Rfo/Rfk の存在下では、それぞれの CMS

図２　 これまでに同定されている CMS 関連遺伝子の模式図。
既報の CMS 関連遺伝子は、ミトコンドリア遺伝子の近
傍で起こった組換えにより生じたキメラ構造をとる例が
多い。ミトコンドリア遺伝子と相同性を示す部分を斜線
で示した。＊は一塩基多型を示す。orf138と orf125は
２カ所の一塩基多型と１カ所の挿入・欠失以外は同一
の配列を持つ。preSATP６はミトコンドリアへの移行
後に切断され、preSATP6と成熟 ATP6に分断される。
Hanson and Bentolila（2004）より図を引用（一部改編）。

表１　これまでにクローニングされている Rf 遺伝子
植物種 遺伝子名 コードするタンパク質

トウモロコシ（T型）Rf2 ALDH（aldehyde 
dehydrogenase）

ペチュニア Rf-PR592 PPR（pentatricopeptide 
repeat）タンパク質

ダイコン
（Ogura/Kosena型）Rfo / Rfk PPR タンパク質

イネ（BT 型） Rf1 PPR タンパク質
イネ（BT 型） Rf1b PPR タンパク質

イネ（CW 型） Rf17 ACPS（acyl-carrier protein 
synthase）様タンパク質

イネ（LD 型） Rf2 GRP（Glycine-rich protein）
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関 連 遺 伝 子 の 翻 訳 が 抑 制 さ れ る と 考 え ら れ て い る
（Krishnasamy and Makaroff, 1994, Iwabuchi et al., 1999, 
Koizuka et al., 2003, Uyttewaal et al., 2008）。

３. イネの CMS
３ｰ1. イネの CMS 関連遺伝子
　モデル植物として研究基盤が整っているイネにおいても、細
胞質の由来を異にする複数の CMS 系統の存在が報告されてお
り、雄性不稔性の表現型も様々である（Kinoshita et al., 1997, 
Fujii et al., 2010a）（図３）。これらの CMS 系統は、互いに異
なるミトコンドリアゲノムを保持し、それぞれ作用する Rf 遺
伝子も異なる（Fujii et al., 2008, Fujii et al., 2010a）。
　イネの CMS の中で最も解析が進んでいるのは、インディカ
品種「Chinsurah Boro II」の細胞質を持つ BT 型 CMS である

（Shinjyo, 1969）。また、BT 型 CMS に対して効果的な Rf 遺伝
子として Rf1 が定義されている（Shinjyo, 1975）。BT 型 CMS
系統では、葯内で花粉粒が十分に成熟できずに不稔性を示すが、
Rf1 を保持するとこれが回復する。
　イネの CMS で最初に CMS 関連遺伝子が同定されたのは
BT 型 CMS である（Iwabuchi et al., 1993、Akagi et al., 1994）。
正常型の細胞質では、ミトコンドリアゲノムに１コピーの
atp6 遺伝子（N-atp6）が存在する（Notsu et al., 2002）。しかし、
BT 型細胞質においては、N-atp6 の他にもう１コピーの atp6

（B-atp6）がコードされている（Kadowaki et al., 1990, 図４）。
B-atp6 の下流には 79 アミノ酸から成るタンパク質をコードす
る orf79 が存在しており、B-atp6 と一続きの転写産物として共
転写される（Iwabuchi et al., 1993, Akagi et al., 1994）。そして、
核ゲノムに Rf1 を持つ場合、B-atp6-orf79 mRNA のプロセッ
シングが起こり、ORF79 のミトコンドリアへの蓄積が見られ

なくなる事が報告されている（Iwabuchi et al., 1993, Kazama 
and Toriyama, 2003, Wang et al., 2006, Kazama et al., 2008）。
これらの事から、BT 型 CMS には、ORF79 のミトコンドリア
への蓄積が関与していると考えられている。Wang ら（2006）は、
ORF79 を大腸菌に発現させた場合に細胞毒性を示す事、
B-atp6-orf79 の転写は恒常的であるが、ORF79 の蓄積は花粉
に特異的なものであるという事を報告している（Wang et al., 
2006）。さらに、ORF79 は膜局在のタンパク質であり、ORF79
をミトコンドリア内膜に蓄積させる形質転換体の作出を試みた
際に、その作出効率がコントロールの系統（ORF79 の代わり
に GFP を蓄積させた）に比べて有意に低下した事が報告され
ている（Kojima et al., 2010）。以上の知見から、植物細胞にとっ
て何らかの障害をもたらす ORF79 のミトコンドリア膜への蓄
積が花粉特異的に起こる事で BT 型 CMS が引き起こされる、
というモデルが考えられる。しかし、orf79 の転写以降、どの
段階で、どのような機構によって花粉特異性が付与されるのか
という点は明らかにされておらず、ORF79 が不稔性を引き起
こす機構についても未解明な点が多く残されている。orf79 の
N 末端側の領域がミトコンドリア遺伝子の cox1 に対して相同
性を持つ事も分かっているが（図２）（Iwabuchi et al., 1993、
Akagi et al., 1994）、この事と ORF79 の作用機構との関連性も
見出されていない。
　HL 型 CMS イネのミトコンドリアゲノムは、atp6 遺伝子の
構造が BT 型細胞質と非常に似ており、２コピーの atp6 遺伝
子をコードしている（Yi et al., 2002）。一方は N-atp6 であるが、
もう一方は atp6（H-atp6）の下流に 79 アミノ酸から成るタン
パク質をコードする orfH79 を持ち、orf79 と高い相同性を示
す事が明らかにされた（Yi et al., 2002）。稔性回復系統において、
H-atp6-orfH79 mRNA の分解が起こる事から、H-atp6-orfH79
が HL 型 CMS に関連していると考えられている（Zhang et al., 
2007）。atp6 は、ミトコンドリア内膜に存在する ATP 合成酵
素のサブユニットの一つをコードする遺伝子である。HL 型
CMS 系統では ATP 合成酵素の活性が低下し、稔性回復系統
でその活性が回復するという報告がある（Zhang et al., 2007）。
ヒマワリの pet1 型 CMS 系統においても ATP 合成酵素活性が

図４　 BT 型 CMS における稔性回復機構の模式図。（A）CMS
系統では、B-atp6-orf79の共転写産物から ORF79が翻訳
されミトコンドリアに蓄積する。（B）Rf1の存在下では、
共転写産物のプロセッシングが起こり、ORF79の翻訳
が阻害される。（C）Rf2の存在下でも ORF79の蓄積量が
減少するが、プロセッシングは起こらず共転写産物量が
減少する。

図３　 Taichung 65（T65）および、異なる細胞質に由来する
４種類の CMS 系統における減数分裂後の花粉発達の様
子。T65は正常型細胞質を持ち、図中の４種類の CMS
に対する維持系統として用いる事ができる。T65では、
一細胞期から三核期にかけて花粉粒の内部にデンプンが
蓄積していき（A左列）、受粉後は柱頭上で花粉管が伸
長する（B 左写真）。WA 型 CMS 系統では、一細胞期
で花粉がつぶれ、これ以降花粉の成熟が進まない。BT
型および LD 型 CMS 系統では、花粉が十分に成熟せ
ず、三核期におけるデンプンの蓄積量が少ない。CW 型
CMS 系統では、一見三核期の花粉は正常であるが、柱
頭上での花粉管の発芽が見られない（B 右写真）。Fujii 
et al.（2010a）より図を引用（一部改編）。
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低下する事が知られており（Sabar et al., 2003）、ミトコンドリ
アにおけるエネルギー生産効率と CMS の関連性についても検
討する価値があると言える。

3ｰ2. イネの Rf 遺伝子
　BT 型 CMS の稔性回復遺伝子 Rf1 はマップベースクローニ
ング法により同定され、Rf-PPR592 や Rfo/Rfk と同様に PPR
タンパク質をコードする事が明らかにされた（Kazama and 
Toriyama, 2003, Komori et al., 2004, Akagi et al., 2004）。RF1
はミトコンドリアに局在し、前述の通り、その存在下では
B-atp6-orf79 mRNA がプロセッシングを受け、B-atp6 領域と
orf79 領域に分断される（Iwabuchi et al., 1993, Kazama and 
Toriyama, 2003, Wang et al., 2006）（図４）。また、プロセッシ
ングを受けた orf79 mRNA はプロセッシングを受けていない
B-atp6-orf79 mRNA よりもポリソームに取り込まれる効率が
低下する事が分かっている（Kazama et al., 2008）。よって、
ORF79 の翻訳効率が低下し、ミトコンドリアへの蓄積が抑制
されると考えられている。さらに、RF1 が B-atp6 と orf79 の
遺伝子間領域の配列に直接結合する事が in vitro で示されてい
る（Kazama et al., 2008）。
　Rf1 の他にも BT 型 CMS に対して効果的な Rf 遺伝子が存
在しており、稔性回復系統「Minghui63」に由来する Rf1b が
単離されている（Wang et al., 2006）。Rf1b は、Rf1 と同様に
ミトコンドリア局在の PPR タンパク質をコードしていた

（Wang et al., 2006）。また、RF1b は RF1 とアミノ酸レベルで
約 70% の 相 同 性 を 示 す が、RF1 と 異 な り、B-atp6-orf79 
mRNA のプロセッシングではなく分解を誘導する事で、
ORF79 の蓄積を抑制する事が示唆された（Wang et al., 2006）。
　LD 型 CMS は、ビルマ品種「Lead Rice」の細胞質を持ち、
稔性回復遺伝子 Rf2 が作用する事で稔性が回復する（渡辺ら 
1968, 新城ら 1974）。最近、Rf2 もマップベースクローニング
法により単離され、glycine-rich domain を持つ glycine-rich 
protein（GRP）をコードする事が明らかにされた（Itabashi et 
al., 2011）。細胞内局在を調べた結果、RF2 はミトコンドリア
に局在する事が分かり（Itabashi et al., 2011）、既報の Rf 因子
と同様に、CMS 関連遺伝子の発現制御に関与する可能性が考
えられた。Rf 遺伝子の機能を考察する上で、標的となる CMS
関連遺伝子に対する作用を調べる事は有効であるが、LD 型の
CMS 関連遺伝子は同定されていない。しかし、Rf2 は LD 型
CMS だけではなく、BT 型 CMS に対しても弱い稔性回復効果
を持つ事が示されており（新城ら 1974）、Rf2 存在下の BT 型
細胞質においては、B-atp6-orf79 の mRNA 量、ORF79 の蓄積
量が減少していた（板橋と鳥山 , 2009）。GRP の中には核酸に
結合するタイプのものが存在しており、N 末端側に RNA 
recognition motif（RRM）を、C 末端側にグリシンリッチな領
域（glycine-rich domain）を持つという共通の特徴を持ってい
る（Sachetto-Martins et al., 2000）。B-atp6-orf79 の発現制御に
関与すると考えられる事から、RF2 は核酸結合型の GRP であ
る可能性が考えられたが、RF2 の構造内に RRM をはじめ既知
の RNA 結合モチーフは見つかっていない。よって、RF2 は
PPR タンパク質の様に CMS 関連遺伝子の mRNA に直接結合
しない可能性が高い。GRP は glycine-rich domain を介して他
のタンパク質や高分子と相互作用すると考えられており

（Sachetto-Martins et al., 2000）、RF2 が核酸結合型の他の因子
と複合体を形成して協調的に作用する可能性が考えられる。し
かし、そのような因子は今のところ同定されていない。

　トウモロコシの Rf2 の例を除くと、Rf 遺伝子は CMS 関連
遺伝子の発現を抑制するタイプのものが多い。それに対し、
CW 型 CMS イネの Rf 遺伝子 Rf17 は、まったく新しいタイプ
の Rf 因 子 と し て 単 離 さ れ た。Rf17 は acyl-carrier protein 
synthase ドメインの一部を持つ機能不明のタンパク質をコー
ドしていた（Fujii and Toriyama, 2009）。Rf17（稔性回復系
統側のアリルとする）と rf17（CMS 系統側のアリルとする）
の間に、アミノ酸の置換を伴う塩基多型は見られなかったが、
プロモーター領域に一塩基の多型が存在しており、rf17 アリ
ルに比べて Rf17 アリルの発現が低下する事が分かった（Fujii 
and Toriyama, 2009）（図５）。さらに、CMS 系統における
rf17 の発現を RNAi 法でノックダウンさせると稔性が回復す
る事が示された（Fujii and Toriyama, 2009）。よって、CW 型
CMS においては、rf17 の発現が不稔性を引き起こし、その発
現抑制が稔性回復をもたらすと考えられた。また、rf17 の発
現量は細胞質の違いも反映しており、正常型細胞質では低い発
現レベルを保っている（図５）。以上の事から、CW 型 CMS
系統では、細胞質において生じたミトコンドリアとの不和合の
シグナルが核に伝わり、rf17 の発現が増加して不稔性が引き
起こされるが、Rf 遺伝子座が Rf17 型アリルだった場合は、そ
のシグナルが無視されるため可稔となる、というモデルが提唱
された（Fujii and Toriyama, 2009）。
　イネにおいては既に複数のタイプの Rf 遺伝子が単離されて
おり、CMS の稔性回復機構の解明に向けて、少しずつ前進し
ていると言える。この他にも、様々な Rf 遺伝子のマップベー
スクローニングが進行中であり、その例を以下に記す。ハイブ
リッドライスの作出に広く利用されている WA 型 CMS は野生
イネの雄性不稔株に由来しており、２つの Rf 遺伝子、Rf3 お
よび Rf4 がそれぞれ第１染色体、第 10 染色体に座乗する事が
分かっている（Yao e t  a l . ,  1 997 ,  Zhang  e t  a l . ,  1 997 , 
Ahmadikhah and Karlov, 2006）。HL 型 CMS に対する Rf５お

図５　 Rf17/rf17による CW 型 CMS の花粉稔性制御のモデル
図。（A, B）CW 型 CMS 系統では、T65と同様に Rf 遺伝
子座は rf17型アリルであるが、T65に比べて rf17の発
現量が有意に増加する。（C）Rf 遺伝子座が Rf17型アリ
ルの場合、Rf17の発現量の増加は見られない。これら
の事は、Rf17（rf17）の発現レベルに関して、細胞質
の違いを反映するミトコンドリアからのシグナルを仮定
する事で説明ができる。（C）において、CW 型ミトコン
ドリアを背景に持っていても Rf17アリルの発現の増加
が抑制されるのは、プロモーター領域に存在する一塩基
多型（三角）の影響である。



139

板橋・川辺・藤本：植物の細胞質雄性不稔性の制御について

よび Rf６（t）、さらに、D1 型 CMS に対する Rf-D1（t）はいず
れも第 10 染色体に遺伝子座が絞り込まれている（Liu et al., 
2004, Tan et al., 2004）。今後単離されるであろう、これらの
Rf 遺伝子の解析結果を合わせて包括的に眺める事で、CMS 機
構の全体像の解明が近づく事を期待したい。

４. 育種への利用

　F1 雑種個体は、しばしば生長、繁殖性等で生活力が増すこ
とがある。この現象はヘテローシス（雑種強勢）と呼ばれてお
り、このヘテローシスを利用して、栄養体や種実の生産性の向
上をはかる手法が一代雑種育種である。一代雑種育種はトウモ
ロコシ、ソルガム等で大きな成果をあげ、野菜などの他殖性作
物では広く行われている。
　一代雑種育種では、素材集団の中から、生育、熟期、病害抵
抗性、ストレス耐性等の育種目標にかなった近交系を作成し、
近交系統間で、組合せ能力（交雑した際に優れた雑種を生み出
す能力）を検定し、育種目標にかなった F1 雑種を作出する両
親系統を選抜する。F1 品種の採種においては、両親系統間の
交配が必要で、かつ自殖種子の混入を防ぐ必要がある。トウモ
ロコシの初期の育種では、農業労働者の手作業により母株の雄
ずいを除いていたが、労力とコストがかかることから、遺伝的
に正常な花粉を生産しない雄性不稔性の植物が母株として用い
られるようになった。雄性不稔性を用いた F1 雑種の作成は、
自殖性植物、特に、両性花で小さな頴の中に雄ずいと雌ずいが
共存しており、除雄が困難なイネ等には効果的である。一方、
他殖性植物では、自家不和合性等の他殖性植物が本来有する機
構を利用することで、F1 雑種の採種を行うことができる

（Fujimoto and Nishio, 2007, 藤本ら , 2011）。
　雄性不稔性には、不稔性に核遺伝子だけが関与する核遺伝子

型雄性不稔性（Nuclear genic male sterility; GMS）と細胞質
が関与する CMS がある。GMS の多くは劣性変異（ms ms）
によることが多いため、母株を用意するには、雄性不稔性個体

（ms ms）に可稔性ヘテロ接合体（Ms ms）を交配した後代か
ら得るか、あるいは、可稔性ヘテロ接合体（Ms ms）の自殖後
代から得る必要がある。その際、後代の分離集団の中から雄性
不稔性個体（ms ms）を選抜する必要があり、手間と労力がか
かるため一般的には使われていない。ただし、一部の GMS は
日長や温度等の環境条件により雄性不稔性が回復するため、こ
のような環境感応性 GMS は F1 雑種の採種に利用できる可能
性が示唆されている。一方、CMS を利用した F1 雑種の採種は
既に幾つかの作物で実用化されている。F1 雑種の採種には、
CMS 系統を母株に用い、CMS 系統の維持は、維持系統と交配
することで行う。イネなどの種子が生産の対象となる作物にお
いては、雄性不稔系統、維持系統に加え、F1 雑種の植物の稔
性を回復させる（Rf 遺伝子を有する）稔性回復系統の三種の
系統が必要である。しかし、野菜のように栄養体を生産の対象
とする作物では稔性回復系統を育成する必要はない。

５．おわりに

　CMS は 150 種以上もの植物において報告されており、この
事は、植物の雄性生殖器官の発達における核 - ミトコンドリア
間の相互作用の重要性が普遍的である事を示唆している。植物
はどのようにして、CMS／Rf の様なミトコンドリアと核の相
互の制御システムをここまで進化させてきたのか非常に興味深
い。PPR 遺伝子は植物において大きな遺伝子ファミリーを形
成しており、進化の過程でその数を膨大に増やしてきた（Small 
and Peeters, 2000, Lurin et al., 2004）。本総説内でも述べた様
に、これまでに報告されている Rf 遺伝子は、CMS 関連遺伝子
の発現を抑制するタイプのものが多い。CMS 関連遺伝子産物
がミトコンドリアに蓄積し、何らかの障害が起こってから対処
するよりも、遺伝子発現のレベルで制御する方が、エネルギー
効率が良いのかもしれない。この事は、CMS を示すミトコン
ドリアが Rf 遺伝子と共に進化する過程で、PPR 遺伝子を Rf
遺伝子として採用するメリットの一つかもしれない。
　近年の、シークエンス解析技術の著しい発展により、未同定
の CMS 関連遺伝子や Rf 遺伝子の同定のスピードが上がる事
が期待されている。イネの CW 型 CMS 系統と LD 型 CMS 系
統において、ミトコンドリアゲノムの塩基配列が既に解読され
ている（Fujii et al., 2010b）。それぞれの細胞質において、正
常型細胞質には見られない様な特有の orf がいくつか見出され
ており、その中に CMS 関連遺伝子が含まれる可能性が十分考
えられる。複数の CMS 関連遺伝子、複数の Rf 遺伝子のアリ
ルの比較を行う事で、CMS 型ミトコンドリアと Rf 遺伝子の進
化といった観点から、新たな知見が蓄積されていくだろう。
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Summary
Cytoplasmic male sterility (CMS) is a maternally inherited trait that results in the inability to produce functional pollen 

and is often associated with an unusual open reading frame found in mitochondrial genome. In many CMS lines, pollen 
fertility is restored by a nuclear-encoded fertility restorer (Rf) gene. CMS and its fertility restoration are agriculturally 
important phenomena because the combination of CMS line, a CMS maintainer line and a restorer line carrying the Rf gene 
can be utilized in the F1 hybrid breeding. Most of Rf genes that have been identified encode mitochondrial pentatricopeptide 
repeat (PPR) protein and repress the expression of mRNAs or proteins derived from a CMS-associated mitochondrial gene. 
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