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チ コ ス テ ロ ン ，プ レグ ネ ノ ロ ン ，コ ・レ ス テ ロ
ー

ル ア

セ テ ー ト，エ ル ゴ ス テ ロ ール ，β一シ トス テ ロ ール ，

ス テ ィ グ マ ス テ ロ
ー

ル ，
コ
ー

ル 酸 に は 活性がみ られ

な か っ た 。

　他の 生理 活性物 質の 中で は ， ノ ル ア ド レナ リ ン に

脳 ホ ル モ ン 活性 が示 さ れ たが，フ ァ ル ネ ソ ール
，

ス

ク ア レ ン
， ア ス コ ル ビ ン 酸 ジ ベ レ リ ン

， ア ド レ ナ

リ ン
，

パ ロ チ ン に は 活性が み られな か っ た 。 チ ロ キ

シ ン に は 若干 の 脳 ホ ル モ ン 活性が み られ たが，未だ

明確 な桔論 を 得 る に 至 っ て い な い 。

昆虫の 変態 とホ ル モ ン 環境

市川　衞 （京大 ・理 ・動）

　 昆虫 の 上 皮細胞 に は ，ク チ ク ラ の 分泣 に 関 し 三 つ

の 代謝 系 ボ あ っ て
， 脱皮 に際 し どの 系が活性化 され

る か は ホ ル モ ン 環境 に 支配 さ 乳 て い る
。 す な わ ち，

脱皮 ホ ル モ ン PGH と多量 の JHが 共 存す る 環境 で は

幼 虫代謝 系が 働 い て 幼 虫型 クチ ク ラ ， 毋 の 少な い

環境 で は 蛹 代謝 系が活性化さ れ て 蛹 型 ク チ ク ラ ，JH
を欠 く環 竟 で は 成 虫 代謝系が活性化され て 成虫型ク

チ ク ラ を それぞ れ 分泌す る と考え られ て い る 。 し か

し，エ リサ ン 蛹 の 上皮細胞 は い か に 多量 の ヌ｛環境

で 脱皮 さ せ て も，二 次蛹 ， 三 次蛹 と な っ て
， 幼 虫型

ク チ ク ラを分泌 し えな い し，5 令幼 虫 を JH を欠 く

体内環境下 で 脱皮 させ て も， 直接成虫型 ク チ ク ラを

分泌 し な い で ，一
度蠕型 ク チ ク ラ を分泌 して の ち，

は じめ て 成虫型 ク チ ク ラ を 分 泌す る
。 こ の 結 果 は，

質的 に 異な る脱皮型 を とばす こ とは で きな い し，た

だ単 に 環 竟条件の みが 上 皮細 胞 の 代謝系 を左右す る

も の で もな く，上 皮細胞 そ の もの の そ の 時点 で の 反

応資格 が関係 し て い る こ と を 示 し て い る。

エ ス b リオ ー ル 誘導 によるメダカ

　　 の XY メ ス とそ の 子孫

山本時男 （名大 ・理 ・生 ）

　エ ス トロ ン （E）や エ ス トラ ヂ オ ー
ル （＆ ） な ど

の 女 性 ホ ル モ ン を メ ダ カ の 稚魚期 に 投与す る と ， 遺

伝子型 XY の 魚 も機能的 メ ス に な る こ とは すで に

報告し た が，エ ス ト リ オー
ル （Et） に もそ の 作 用が

あ る か ，ま た そ の 力価 は ど の 程度 で あ る か に つ い て

実験 した。

　2 回 rcわ た る 実験 で Et に も雌 性決定作用 が あ る

が ， その 力価 は E や k よ りもは る か に 低 い
。

XY

魚 の 50％ を メ ス に 誘導 す る に 要す る 用量水準 （GD

50）は Es が 5．8 μg／g 食餌 ，
　 E が 20

μg！g で あ る

の に Et は 130μg忽 で あ る
。 す なわ ちエ ス ト リオ

ー
ル の 力価 は エ ス ト ラ ジ オール の 1／22 で あ る 。

　演者は さ きに d・rR 系 （bbXrXr ・bbX ・YR ） の 正

常 Y 染色体 は YR
，

一
の 構成 で ，伴 性不活性節 （

一
）

の 存在を 推理 し た。Et 誘導 XY メ ス を そ れ ぞれ 上

記 の d・rR 系 の 外 ， 純系の 緋 メ ダ カ d−RR 系や野
生型の オ ス に 交配 して 得 た Ft の 性比が 1♀ ：3♂
で な く．1 ♀ ：2 ♂ に 近 い こ と か ら ， 純 系 の 緋 メ ダ カ

や野生型 の YR に も （一〉節の 存在 が 推論され る 。

甲状腺ホ ル モ ン の 蛙幼 生 の 生 殖腺 1ζ

　　　　　　及ぼ す影 響

　　　　　　吉倉　真 （熊大 ・理 ・生）

　性分化後 の ニ ホ ン ア カ ガ エ ル 幼 生 を 高 温 （約
30°G ）で 飼育 しつ づ ければ，卵巣 は 次第 に精巣化 し

て くる 。 し か る に もし予 め 脳 下垂 体あ る い は 甲状腺
を除去 し て お けば， こ の よ うな こ と は起 らず高温 の

た め 生殖 腺 は か え っ て よ く発達 し て くる。 ζ の 事実
は 高温 に よ る卵巣 の 精 巣化に 甲状腺 ホ ル モ ン が 関係

して い る こ と を示す もの と考 えられ る 。

　そ こ で 甲状腺除去幼生 を 75 日 令か ら 30°C で 飼

育 し は じ め ・ そ れ よ り 15 日 後 か らは 更 に 甲状腺 ホ

ル モ ン 剤 （O・　02％ チ ラ
ー

ジ ン ） を与えて 115 日 令

まで 飼育 した 。 薬剤 に よ り変態 は 大 い に 促進 さ れ過

半数に前肢 の 出現 を み た 。 性上ヒは 雌 10
， 雄 20 で あ

っ た が ・
2 雌 の 卵巣 は 著 し く変化 し ， 卵細胞 の 多 く

は 退 化崩壌 中 で ，非生殖 細胞 の 増殖 が著 し か っ た 。

しか し髄索 の 発達が なか っ た の で 精巣化 の 過程 に あ

る か ど うか は 明 らか で な い 。 甲状腺除去 ， 高温飼育
の 対照 は 雌 12，雄・18 で ， 前肢 の 出現 ‘よな く，生 殖

腺 の 構造 tCi：異常は 認 め られ な か っ た 。

卵巣壁に作 らせ た精巣細管

花岡 謹
一

郎 （群馬大 ・内分泌研〉

イモ リの 卵巣腔 に 精 巣 の 粗 抽出物を移植す る と，
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