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節 に よ り多少差 は あ るが脳間部背側 にlAF∫可 染 の 紫色顆粒 に富み ， ア ザ ン で オ レ ン ヂ：G 　

’
ifi性 の 150− 60g

の 細胞群 とそ れ よ り更 に側方 に 位 す る AF 藍可 染 の 青色顆粒 を有 し，ア ザ ン で 細胞質が青色 ， ア ゾカ ー ミ ン

陽性 の 赤 色顆粒 を含み 且 つ ？ASIza 性 の 135− 4  p の 細胞群 と が最 も顕著 で ある 。 此 等 か らは 神経分泌顆粒

の軸索に よ る移動 が 認 め られ，少 く と も 2 ケ所 で 神経卸 よ り外 へ 出 る 。

一
部 は脳交連 を通 り互 に 交叉す る 。

足神軽 節 に は活発な神経分泌細胞は 認 め ら れ ぬ が ヘ リ ン グ 小 体 をな して 移動す る神経 分泣顆粒が神経 繊維 中

に 見 出 さ れ る。 腹部神経節 で は ア ザ ン で 赤 色 に染 る顆 粒 に 満 され だ 中型細胞 が存在する 。 巨大神経細胞

（400− 650μ） で ク ロ モ ト ロ ープ や ア ゾ カ ー ミ ン に 濃染す る大型顆粒が細胞体及 軸索内 に 認 め られ た 。

頭足類 の 視葉腺　　能村　哲 郎 （東大
・
臨 海）

　軟体 動物頭足類
一

般 に ， 視葉腺 の 発達 は生殖 系 の 発育 と並行 し て い る 。

　 マ ダ コ ・ヤ ナ ギ ダ コ
・V メ ダ コ

・イ イ ダ コ で 脳 の 特定部位の 傷害或は 視 神経 の 切断 に よ っ て 視 葉腺が 著 し

い 発達を み せ る が ，
こ れ は眼か らの 剰激 が 中枢神経系の 郵赫神響 を介 し て 視葉腺 の 機 能 を調節す る こ とを推

定 させ る 。 幼若 マ ダ コ で 上記 の 手術 を行 うと ， 視 葉腺 の 発達 と同時 ic早熟的 に 生殖 系及 び肝臓が発達 を示す

が ， 同時 に 視葉 腺 を除去 し て お くとこ の 種 の 変化 はお こ らな い 。正常 な成熟雌 マ ダ コ で 視葉腺 を捌除 する と

発育中 の 卵 の 崩壊が は じま り， 幼若動物 で は 生殖系 の 発育 は 中断 さ れ る が， こ れ らは 視 葉腺を移植 し て お く

か
，

ミ ズ ダ コ の 梶葉腺拍出物の 連続投与 に よ り阻止 で きる 。 生殖腺 を除去 して も視 葉腺 に は影響がな い し，

生殖附属器官 に も著 し い 変化 を もた ら さ な い
。 生 殖腺の 発達ボ ，視 葉腺の 直接作用 に よ る 亀の か ，肝臓 を 介

し て
’
07 」 か は 明らか で な い 。

オ タマ ジ ャ ク シ におけ る交連 下 器 官除去 の影 響 　　・∫・ 林 　　寛 （群馬大 ・医 ・解剖）

　交連下 器官を電気競 灼器 で 焼 き と る 事 に よ っ て 尾 の 曲 っ た オ タ マ ジ ャ ク シ を得 た 。 交連下器官が除か れ る

とライ ス ナ ー糸 へ の 分泌黝が消失 し 、 脊靆 の 発育が悪 くな る 。 脊髄 の 発育 と脊索の 発育 との 問 の バ ヲ ン ス が

くずれ る た め に 尾 の 曲 りを生ず る の で あ ろ 5 と考え られ る 。 尾の 曲 り方は モ リア ヲ ガ エ ル で は尾の 付着部 よ

り曲 り始 め る の に対 し て ，
ヒ キ ガ エ ル で は 尾 の 先端部だ け が曲 るの が特徴的 で あ る 。 尾の

一
部 を切断す る と

ま もな く尾 は 再生 し て きて s ラ イ ス ナ ー
糸 も同時 に 再生 し て ts　｝）尾は曲らない が ， 交連下器官を除去 し更に

尾 の
一

部 を切断 し た もの で は ， 尾 の 再生は み ら れ るが ，再 生 し た部 分 の 脊索 と脊髄の 部分 が 上 下方向 に 蛇行

し て くる 。 脊髄 の 発達 は 悪 く 、 ラ イ ス ナー糸 の 再生 は 認 め る 事が出茉 なか っ た 。 こ れ らの 事 か ら， 交連下器

官は 幼生 の 脊髄 の 正常 な発達 に不可 欠な物質 を 分泌 して い る の で あ ろ う と思わ れ る。

1エ ス ト ロ ジ ェ ンの 日本赤蛙生殖腺分化 に及ぼ す影響　　吉　倉 　　真 （熊本大 ・理 ・ 生）

　エ ス ト ロ ン 【（lmgi
’1）で 55．日令蝸蚪を 75 日 間処 理 し た が ， 生 殖 腺 の 発生 が か な り抑 え られ た ばか りで 陸

の 転換 はな か っ た （♀21、♂　18）。 同令 の 脳 下垂体除去囎蚪 をIIOS．日間処理 した ら， 生殖腺 の 発生 は 無処理

脳下垂体除 去甥蚪 に 比 し
’
著し く抑 え られ， 精巣 を有 す る もの 多 く ， ．肥大卵母細 胞 を有す る もの は 2二儼体 に

過 ぎな か っ た （♀2
， 拿2．1 ♂ 14）。 次に 105 日令 甲状腺除 去鯵鮮 を 45 日 間処 理 し た ら， 精巣卵の 発生著 し

く雌化の 傾向 を 示 し た （♀11，傘7，G2 ）。 無 処 理 対照は ♀ 7
， 拿3

， ♂10
。 同令 の 脳 下 垂 体 除 去 蠣蚪 を 同様 に

処理 し た ら ， や は り雌化 の 傾向を示 し　♀9
， 隼6，♂5 で あ っ た 。 こ の 場合無処 理 対照は　♀8，章1，♂ 10

で あ っ た。同量 の エ ス Fv ン に 対 し て も生 殖 腺 は 発生時期に よ り全 く異 っ た反応 性 を示す こ と，
エ ス トロ ン

に よ る雌化に は 脳下垂体 は関係 しな い よ うで あ るが 、 甲状腺は関係ナる らし い こ とが わ か っ た。
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