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お り， 蛹 化聞近 か な もの で は 大型 空 胞 が 現われ て い た。悩閥 部 の A 細．9包， 側方神痊 庁泌 細飽 に は 変化 が み

られ な か つ た。夊 各組 胞 の 染 色 性 ， 細胞 ，核 の 大 き さ に は 明撩 な変 化 が み ら れ な tv つ た 。以 上 の 結某 は 休提

中ア ラ タ体 が 活性 化 さ れ た状態 を保 つ て い る事 を 云 す もの で ，結紮 ， 移植等 の 実 験 に よ つ て 得 ら れ た結果 を

組織学 的 に 裏 づ け る もの で あ る 。

シ ミの ア ラタ 体移植 に よ る エ リ蚕蛹の 超過 脱皮

入 窪　寛 二 （賑 大 ・南 使 ・生 ）

　 1）　 シ ミの ア ラ タ 体 は径 30　，u 位 の 球形 で ， 正 中面 か ら 左 右 に 相当 は な れ て，小顎基 部 に あ る。細 胞 は一

層で ，中 央 ξ室所 に は ヘ マ ト キ シ 11
ソ に 染 る コ コ イ ドが 充満 し て い る。ア ヲ タ体 に は 2 つ の 神 経 が分布 ナ る。

1 つ は側 心体附近 で 分 岐 し た神謹分泌細胆 か ら来 る もの 。 他 の 1 つ は 食道下柳経 節 か ら来 る もの で あ る。

　2） 蛹 化直 後 に 脳 と ア ラ タ 体 を除去 し た エ リ蚕 蛹 に ，シ ミ の 脳 と ア ラ タ体 （各 10 ケ つ く）） を移植す る笑

験 を行 つ た 。10 個体中 7 侮 体 は蛹 の ま ま で 超 過 鋭皮 し ，全 く 成虫 分化 伽 邑が み ら れ な か つ た。他 の 3 個体

は 不 完全 な 成虫分 化 を しtt　e

　 こ れ は 移 植 し た シ ミの ア 7 タ 体 に よつ て ，ニ リ蚕 蠕 の 成 虫 分 化 が 陽 害 さ れ た もの と 考 え ら れ る 。

　 3） シ ミの 豚 の 発生学的藁察 1｛ よ る と、ア ラ タ 体 は 他 の 昆虫 と 同様 に ， 小顎 と大顎 の 闘 で 外杯葉 の 切 れ 込

み と し て 生 ず る Q し か しそ の 後，位 の 昆虫 の よ うに 正 中面 近 く ま で 移勤 し ない で ，小顎 の 基 部 に 止 ま る 。

カ イ コ の ア ラ タ体の 機能 　市 珊 　 衛
・
高橋 壮 二 （京大 ・理 ・動 ）

　 わ れ わ れ は 先 に エ リサ ン つ 了 ラ タ 体 は 成 虫 に な つ て か ら再 び 幼 若 ホ ル モ ン を 分泌 し ， あ わ せ て 黝 の 神 経 分

泌紐 咆 で 産生 さ れ た 悩 ホ 几 モ ン を も貯蔵 ・分泌 つ る 機 能 を もつ て い る こ と を強 調 し た CBiol，　Bull ．，　l　l6，，59）。

こ れ は エ リ サ ン だ，ナに 限 られ た 現象 で 1また く て ．鱗秘同昆虫持 に や ま ま ゆ が 科 や か い こ が 科 に 属 す る昆 虫 に

は ，

一
律 に 認 め ら れ る一般 理 象 で あ ろ う と考 戸．， そ れ を証明す る 第

一一・一歩 と し て ， 今 回 は カ イ コ の ア フ タ体 を

た め し て み た 。

　試 駿 動物に は 除 脳 し て 休 駅 状態 に し た エ ｝｝サ ン 蛹 の 224− 229 日 経 つ た もの を 凧 勹た。ア ラ タ 体 を取 つ た

カ イ コ の 品 種 に よ る違 Lqは ， 調 べ た 範 囲内 で は 認 め られ ず ，
5 令幼虫 と成虫 か ら 取 つ た ア 7 タ 体 は い ず れ も，

蛹 の 休 眠 を 破 つ て ，そ の 発生 を 誘発 させ る効 果 を もつ て い た。 こ れ は カ イ コ の ア ラ タ 添が 悩 ホ ル モ ン を貯藏

し て い た と と を意 朱 づ
一
る。ま た ，成虫 の ア ラ タ 疹 が 幼著 ホ ル モ ソ を 兮泌 す る こ と も蛹 戎虫 モ ザ イ ク の 形 成 に

よ つ て 証明 され た。

有 肺類 の 性の 研究 ・一
ナ メ ク ジ数種にお け る雌雄 の 先 勲性 一

吉岡 　俊亮 ・牧野 　尚哉 （東 京 医大 ・生 ）

　剤 1瀬 の 両 性 腺の 性 的分北機 能 の 機構 を 明 ら か に ナ る た め ，成 育 諸 段 階 の 両 性 腺 を組織 学的 に 研究 し た u

コ ゥ ラ ナ メ ク ジ ・ノ ハ ラ ナ メ ク ジ ・チ ャ コ ウ フ ナ メ ク ジ 及 び ナ メ ク ジ の 四 種 を飼 育 （5 月
一10 月，

’59），材

料 と し た 。胚体 の 孵化前後 に か の て 一億体全 体の 連 続 倒 片標本 ， 他 で は 両性腺 の 切 片標本 を最 も適 し た 方法

に よ つ て 作 り検 鐘 し た。軅 体 期 ，孵 化 直 後 の 個 休 で は 六 性腺 の 確 認 は 不 能 で ，幼 虫期 の 無 色 ゼ リー状 の 小 塊

を呈す る 両性腺 は 卵祖細胞 の 分裂増殖 の み で あ る （雌性先熟）。虫 体 の 生 長 に 従 い ， 両性腺 の 発達 と共 に 多

く乃 圭長 し た卵毋細胞，値体 の 成熟 1こ至 る と粘子 発生 が お こ b ， 精 祖細胞 の 分 裂 増 殖 が 盛 ん と な り， 精 子 の

出現が 観察 さ れ る。こ の 期 に 種 類 に よ り多 少 の 差 は あ る が 卵母細胞，精子 の 並 存 が み られ ， 以後雌性 の 生殖

細 胞 は著 し く減 少 ナ る。や が て 両 性腺 は 著 し く発滋 精子 を満す と共 に 生殖器 宮全般 の 発達 が 顕著 と な り，
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繁 殖期 に 至 り，交尾，産 卵 可 能 と な る 。

HI ．

脊 椎 動 物 の 硝 子 器 内 排 卵

ド ジ ヨ ウ に お け る 硝 子 器 内 排 卵

灘光 　晋作 （広島大 ・理 ・動 ）

　演 者 は魚 類 に 対 す る 弗化物 の 排 卵 促進作用 を調 べ る た め に ， ドジ ョ ウ と 中型 お よ び小型 ス ジ シ マ ドジ ョ ウ

を用 い て 実験 を行 つ た。まずカ エ ル の 脳下垂 体懸濁液 を注射 し て 5 時聞 匳 に卵 巣 を 切 り出 し ，こ れ を弗化物

溶液 中 に 浸 す と，排卵 が著 し く促進 さ れ る。濾 胞 か ら 卯 が 担萋出 さ れ る 遣 程 は カ エ ル と 同様 で ，最初瀰 包り

一
部 に 小孔 が 開 き， こ れ が次第 に 広 が り， 卵 は ダ ん マ 状 に くびれ なが ら約 1．5 分間 で 完全に 排 出 され る 。

こ

の 様 な卵 を直 ち に リ ソ ゲ ル 氏 液 中に 移 し て 人 工 受精 を行 う と，正 常 に 発 生 し て 潺 泳稚 魚に な る 。 次 に ， 脳 下

垂 沐 を弗 化 粉 溶液 中 で 砕 い て 作 つ た 懸濁液 を注 射 し 約 12 時間後 に 排卯 の 有無 を調 べ た と こ ろ ， ドジ ョ ウで

は対照区 の 7 ％ に 対 し て 30 ％， ス ジ シ マ ドジ ョ ウ 中型 で は 対照区 の 23 ％ に 対 し て 93 ％， 同 小型 で は

対 窯区 の 24 ％ に 対 し て 79 ％ 排 卵 し た 。こ れ 等 の 実験 か ら，魚 類 に お い て も ， 硝 子 器 内お よ び体内 の 耕…

卵 が 弗化物 に よ つ て 促涯 言れ る こ と が明 ら か に な つ た。

越 年ア ユ の 生 殖巣の 退化 現象 に 関す る研 究

須甲　鉄也 （埼 玉 大 ・文 理 ・生）

　荒 JI［水 系 で 採集 さ れ た 越 年 ア ユ 72 匹 を材料 と し て ， そ の 生殖 巣の 退 化 の 過 程 を研究 し た 。

　退化 は卵 内 に一
様 に 行 わ れ て ，濾胞纈胞 膏の 吸 収 は 認 め ら iL　k　L…。E  ：巣 有で も各卵一様 に 退 化 が 行 わ れ る

が ，所 々 に 見 られ る小 型 の 末 熟卵 は 少 し遅 れ る 。 卵巣 の 退 化が進 む に つ れ て ，内臓 の 間覆 に 脂肪組織様 の 亀

の が増 加 ナ る。卵 巣 は次第 に 小 さ くな り，
4 月頃 に は 膠質 様 の 物買 をわ ず か 含 ん だ紐状 と な り，5 月以俵 は

膜状 を 示 ナの λ と な る。

　ア ユ の 体長 お よ び 体重 は 12 月頃 が 最高 で ， そ の 後 も内 識 の 退 化が 進 ん で い る の に か か わ ら ず 煮 と ん ビ変

化 が 見 ら れ な い 。
8 月頃採集 し た ア ユ を涌水 の 池沼 に ノUL る と，体長 120　mm 内外 の 」、型 の 9 ま越年 L ，

同 じ よ うな退 化 の 過 程 を 示 し た。

ヨ ウジ ウオ の 育児嚢形成 と雄性ホ ル モ ン

能 村　哲 郎 （東大 ・臨海 ）

　 ヨ ゥ ジ ウオ 科 魚 類 の 雄 成魚 の 腹面 に は 育児 糞 が あ つ て 卵 を保嵳す る こ と は 吉 く か ら知 られ て い る。 生 殖 期

に あ る ヨ ワ ジ ウオ （Syngna．thtes　schlegeli ） の 正 常 雌 及 び 卵巣 除 去 雌 に 雄i性 ホ ル モ ン （テ ス ト ス テ ロ ン ） の 小

片 を 腹 腔 内 に 移植 す る と 育 児 嚢 を形 成 す る が，雌 の 卵巣 を除 去 した だ け で は 変化 が み られ ぬ の で ， 雌 に 於け

る こ の 構造 の 欠損 は卵巣 ホ ル モ ン に よ る抑制 と い う よ りは雄性 ホ ル モ ソ の 欠除 に よ る と思 わ れ る。しか し，

精巣 を除去 さ れ た 雄 り 育児嚢が 40 目 の 実 験期間 内 で は 著 し い 退 化 を 示 さ ない こ と，哺 育 中 の 雄 の 精 巣 が 小 さ

い こ と か ら ，育児 嚢形成 に は 雄性 ホ ル モ ン が 関与す るが ， そ の 維持 に は 別 の 機構 が 働い て い る 可能性 も考 え ら

れ る 。 なお ， テ ス トス テ ロ ソ を移植 され た雌 の オ ク ヨ ウ ジ 〔し  0 ‘α〃 1ρ雌 プガ如 潔 π ピ♂‘5）， トゲ ヨ ウ ジ （S）
’
ngnathoi ．

des　biticuteattts）で も，そ れ ぞ れ 育 児 嚢 ま た は 肥 厚 した 育 児 皮 膚 の 形 成が 観察 さ れ た 。
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