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研究成果の概要（和文）：　本研究では、近年開発されたゲノム編集技術であるCrispr/Cas9システムを用い
て、受精を阻害できる遺伝子を性染色体にノックインし、この遺伝子をもつ精子の受精を阻害することで雌雄の
産み分けを可能にする技術の開発を目的とした。今回は、目的の遺伝子をX染色体にノックインし、X染色体を持
つ精子が受精できない、つまり雄のみを産む個体の作出を計画した。その結果、3系統の雄において遺伝子が挿
入されていたが、雄のみを産む個体は得られなかった。他の雄系統においても交配実験を継続中であり、雌系統
の組換えマスにおいては野生型雄との交配により雄の組換えマウスの系統確立を行っている。

研究成果の概要（英文）：In this study, using the Crispr / Cas 9 system, which is a genome editing 
technique developed in recent years, we knock-in genes that inhibit fertilization on sex chromosomes
 and inhibit fertilization of sperm having this gene, and aimed to develop technologies that enable 
birth separation. For this time, we planned the creation of male individuals having the desired gene
 in the X chromosome and not being able to fertilize sperm with X chromosome, that is, producing 
only male. As a result, genes were inserted in 3 lineage males, but male individuals bearing only 
males could not be obtained. Mating experiments are continuing also in other male lines, and in the 
recombinant female lines, a lineage of male recombinant mice is going to be established by crossing 
with wild type males.

研究分野： 生殖生物学

キーワード： 産み分け　CRISPR/Cas9
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