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メダカ卵の表眉胞崩潰と付活電位

　　　　　　　　　 清原寿
一，伊藤鎮雄

（熊本大 ・医 ・生理，熊本大 ・理 ・生物）

　今回，演者 らは 通電に よ る電極 の 確実 な卵原形質

膜 の 貫 通 ，お よ び 付 活 電 位 の 同時言弓録 に よ り， 表 題

に つ い て再検討 を行 っ た 。

　 メ グ カ 卵 を遠 心 し て ，表層胞が典型的 に 動物極，

（A 卵）．赤道部 （E 卵）， 植物極 くV 卵） に 集積 し

た卵 を動物極よ り剌激 し，付活 さ せ る と，表層胞分

布 の 型 に 対応 し た 付活電位 が 得 られ たp すな わ ち ，

A 卵 で は 付活電位 の 過分極 の 程度が最大 とな る まで

の 時間 が 正 常卵 の そ れ と比 し て 早 く，E 卵 で は 一致

す る 。 V 卵 で は そ の 時間 が 蔚 くれ る 。 こ れ は 付活電

（立 と表 層胞 の 崩潰が無関係 で な い こ と を 示す 。

　しか ミ
） ，遠心卵 の 付活電位が 正常卵 の もの に 比 し

て 過分極 の 程度 が 少 な い o こ れ は 遠 心 卵 の 表層卵 が

卵黄中に集積 し て，崩潰 に関与す る表層卵 の 数 が 少

ない た め と考 え られ る 。

ウ 昌 の 卵形成の 周 期 性

小林直正 （同志社大 ・生物）

　白 浜 （瀬戸）附近 の コ シ ダ カ ウ ニ で は ，卵 の 形成

初期，成熟，放卵，放卵後期 （退化）及 び そ の 回復

（再形成） の 諸過程が，生殖時期中 に 約 2 週間毎に

くりか え し行なわ れ る
。

こ れ らの 過程に お け る 組織

化学的性状 の 変化 を Spicer ’
s　 Feulgen −Azure 　A

連続染色法 （1961） お よ び PAS −AB （Alcian 　bluと）

法を用 い て調 べ た。 DNA に 対す る Feulgen 染色

性 の 各 過程 で の 変化 は，は っ きりし な か っ た e こ れ

は染色糸 の 形態的分散状態 に よ る もの と思 われ る 。

RNA の Azure 　A 染色性 は，仁・細胞質に お い て ，

初 期 の 卵細胞 に 最 も高 く，生 艮 す るに 従 っ て 低 下 す

るの が認 め られ た 。　 PAS −AB に よ る複合多糖類 に

つ い て の 細胞質部分 に お け る染 色性 は 初 期 の 卵 細 胞

に 低く，生長 （卵 黄形成） と共 に 高 ま り，成熟卵 に

お い て 最 も強 か っ た。こ の よ うに ， RNA と多糖類

の 増減現象 は 明 らか に 卵形成，放 出の 過程 と密接 な

関係が あ る と い え よ う。また放卵後 の 残存卵物質に

は 退 1ヒ像がみ られ，や が て 殆 ん ど 生殖 上 皮 の み と な

っ て し ま う。 以 上 の こ とか ら，卵巣内 の RNA や複

合多糖類の 増減に も周期性 が あ る の で は ない か と考

えられ る 。

半数性カ エ ル の初期発生に対する比 較的 低温

の 阻害作用

宮 田 澄 男 （神大 ・教 養 ・生 物）

　 ト ノ サ マ ガ エ ル と ダ ル マ ガ ヱ ル の 半数体 の 初期発

生 に 対す る 比較的低温 の 阻害的 な作用 に 関 し て ，従

来の 知 見に 加 え，次の 3点が明らか に され た 。

　（1） 半数体 の 発生 に 対す る 阻害作用 は 18『C 前後

の 温度で も見 られ るが ， 16 ° C 以下 の温度で は きわ

め て 強 く， 16° C 以 下 の 温度下 で 発生 し た 半数体 の

ほ とん どす べ て は 致死的 で あ る。一方，生活力 の 強

い 半数体が生 じ得 る の は 20°C 以上 の 温度下 か らで

あ る 。

　   　 16“C 以下 の 比較的低温 は ，heart 　 beat （st

19）な い し賻化期 （st ，20） 以後 の 半数体の形態分

化 を 阻 止 す る よ うに は た らく。

　（3） 低温 の 阻害作用 に 敏感 な 発生段階は ，神経胚

初期 （st．13） か ら孵化直後 （st ．21） 頃 まで で あ

る が，神経胚形成期問 （st ．13− 16） が 特 に 顕 著 で

あ り， そ の 後 muscular 　 response （st ．18） ま で

が これ に つ ぐ 。
こ れ らの 期間に 低温 を受け た 場合，

半数体 の そ の 後の 発生 は い ちじる し く阻害 さ れ る 。

ヌ マ ガ エ ル 過熟卵の発生

吉倉　真 （熊本大学 ・理 学部 ・生物学科）

　 ヌ マ ガ エ ル 雌 に 同種 ま た は トノ サ マ ガ エ ル の 脳 下

垂体を繁殖 期 に 移植 し 排卵 を促 し た 。 移植後多 くの

場合 6 − 8 時間で 誹卵 が 起 っ た．e 卵 の 子宮到着後約

2 時間 で 両輸卵 管 を結紮 し ， そ の 後排卵 さ れ たもの

が 子宮に 入 らない よ うに し ，25° C で 卵 を 6 また は

8時間子宮 に 滞 留させ 過熟卵 をえた 。 過熟 の 影響は

子宮滞留 8 時間 で 明 らか とな っ た 。 媒精卵中 2 細胞

胚 とな っ た もの は 子宮到着直後 の 卵 で 57．3％，子 宮

滞留 2時間卵 で 91．8− 96．5％， 8 時間卵 で 38．4％，

10時間卵 で 27．8％ で あ っ た 。

　過熟卵 か ら発生 し た胚 の 大多数 は 胞胚期前 に 死亡

し た。媒精卵 中嬢蚪 ま で 生存 し た もの は 子 宮 mu留　2
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時 間卵 で 85．2％ ，8時問 卵 で 26．0％，10時間卵 で ，

24．7％ で あ っ た 。 過熟卵 か ら発生 し た もの に 種 々 の

奇形 を認 め た が特に 興味 あ る の は脊索 の 無発生 と そ

の 逆 の 過大発 生 と で あ っ た 。性 の 分化 に つ い て は過

熟卵 か ら発生 し た もの に 特 に 雄化 が 起 っ た と い う事

実は 明らか に 認 め られ な か っ た 。

遺伝 （第 皿会場）

シ ョ ウジ ョ ウバ エ の Bar の 発生 過程 にお け

る
SH −Acetamide の と りこ み

広瀬嘉子 ・加地早苗 （甲南大 ・理 ・生物）

　 シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の Bar の 小 眼数 を増加 さ せ る

物 質 と し て ，ア セ タ ミ ドが 極 め て 有効 で あ る 。こ の

物質の 眼原基 へ の と りこ み に つ い て， 3H 一
ア セ タ ミ

ドを用 い オ
ー

ト ラ ジ オ グ ラ フ ィ
ー

に よ り ， 発生過程

に お け る 消長 を し ら べ た 。 そ の 結果，原基への と り

こ み は ，孵 化後 70時間で 最高 とな り以後急激 に 減少

し た 。
こ の 事実は す で に 発表さ れ た酸 ア ミ ドに よ る

眼 原 基 の 感受性が70時間幼 虫 で 最も高h こ と，ま た

Steinberg らの 組織学的実験 で 明らか な よ うに ，70

時間前後か ら cluster 　cell の 分化が は じま り，成

熟幼虫 に 到 っ て 完 了す る とい う結果 を も裏 づ け て い

る 。 脂肪体 へ の と り こ み は，60時間 お よ び 90時間 に

多い カ  す で に 発表 し た 移植寒験 な どに よ De ア p
ク ミ ド が 二 次的 に 脂訪体 よ り眼原基 に 移行 し た の で

は な く，直接眼原基 に と りこ ま れ た もの と考え られ

る 。 さ ら て ，脳 へ の と り こ み が 85時問頃 に は じま る

こ とに よ り，ア セ タ ミ ドは 脳 に 関係 な く ， 直接 小 眼

形成域に と りこ ま れ た もの と 見做 さ れ る 。

シ ョ ウジ ョ ウバ エ の 複眼形成を抑制す る物質

につ い て

1加地 早 苗 ・広 浜 嘉 子 （甲南大 ・理 ・生）

　
SH 一

酸 ア ミ ドは オ
ー

ト ラ ジ オグ ラフ 1 一
の 実験 か

ら幼 虫 の 眼原 基 の 小 眼形 成域 の 核 に と り こ み が 多 い

こ とが分 っ た。と りこ み は
SH 一

チ ミ ジ ン の そ れ と極

め て 類似 し て い る こ とか ら，ア ミ ドb：　DNA 合成 と

関係が ある よ うに 示峻 され た 。 そ こ で DN 今 合成

を特異的 に 抑 え る マ イ トマ イ シ ン C （MC ） とナ イ

トロ ミ ン （N ） を用 い て ， こ れ ら の 物質が原 基 の 複

眼形成 に どの よ うに 働 くか に つ い て し らぺ た と こ ろ

野生型，　 Bar と もに 複眼形成 が強 く抑 え られ る こ

とが 分 っ た 。

一方 B の 小 眼数 を 著 し く増加 させ る

ア セ タ ミ ド （A ） と MC ，あ る い は A 十 N で幼虫

を処理す る と，十 ，
B と もに 小眼数 の 増減が な く ，

Mc ま た は N と し て の 作用，　 A と し て の 作用 が 全

く見 られ な か っ た 。 さ ら に
3H −A 十 MC で 処 理 後，

オ
ー

ト ラジ オグ ラフ ィ
ーで 小眼形成域の 銀粒 子 の 数

を し らべ た と こ ろ，3H −A と比 ぺ は る か に 減少 し て

い る こ とが分 っ た 。　
3H 一

チ ミ ジ ン ，　 SH 一
チ ミ ジ ン ＋

MC の 結果 も全 く同 じ で あ っ た 。 こ れ ら の 事実か ら

酸 ア ミ ドが DNA 合成 に 何 らか の 形 で 関与 し て い

る と 見倣す こ とが で きる 。

ク ロ シ ョ ウジ ョ ウバ エ エ ス テラ ρ ゼア イ ソ ザ

イム の 座位に よる差異

佐 々 木 史江
・
大羽 　滋 （都立大

・理 ・
生物）

　ク ロ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 非特異的 エ ス テ ラ
ー

ゼ ア

イ ソ ザ イ ム の 変異 を寒 天 デ ル 薄層電気泳動法 に よ り

分離 検出 し た 。 そ の 結 果，中程度 の 泳動度 を 示す 13

本 の 泳動帯 は ，第 2 染色体 上 に あ る 8 個 の 優性遺伝

子 （Est −1，2，3，4 、5，6，7，8、9） と 4 個 の 複 対

立 遺伝子 （Est−2s ，
2N

，
2F，20）　 に よ り支配 され る

こ と が 明 らか に な っ た 。更 に ，こ た ら13本 の 泳動 帯

の 遺伝的支配 様式の 解析 の た め ，各 々 の 系統 の 組織

特異性 お よび 個体発生 に 伴 うア イ ソザ イ ム 型の変化

を 調 べ た e 卵 や 1 令幼虫期 は か す か な活性 を示 し，

2 令幼 虫 期 に は Est −2 以 外 の 泳 動 帯は 著 し く強 い

活性 を 示 し た。Est−2 の 泳動帯 は 3 令幼虫期 に 強 く

み とめ ら れ た 。 すべ て の 泳動帯 は 蛹期 で 弱 ま り成 虫

に な る と著 し い 活性 を示 し た 。 ま た ，基質に α
一及

び β一naphthylaCetate の 混 合 溶 液を用 い た 時 ，

Est−2 泳動帯 は β
一naphthylacetate に 対 し て 特異

的 に 反応 し，頭部に 著 し く強 い 。が，他 は a
−naph −

thylacetateに対し て活性を示 し，消化器官 に 存在

す る。
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