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た，st ，6 − st ．9 に わ た っ て ， 細長 い 管状小胞体 の

形成 が進行 し ，st ．8 − st ．9 に は 核 内に 仁 が 現 わ れ

る 。
こ れ らの 現象 もオーガ ナ イザ ー域だけで な く，

全胚域に 広 く見 られ る。お そ らく， こ の 時期 に は 胚

全体に わ た っ て ，各胚葉の 予定域の 分化が 進行 し，

そ の 1 環 と し て オ ーガ ナ イ ザ ーの 特性 も確 立 さ れ る

の で あ ろ う。

イモ リ初期 胚にお ける調節能

大木健市 （名古屋大学教養部）

　初期桑実 胚 か ら嚢 胚 形成開始期 ま で の イ モ リ胚 で

そ の 赤 道部付近 を除去 し，動物極付近 と植物極付近

の 細胞 群を組 合 せ て ，
こ れ を ホ ル トフ レ タ ー液中で

培 養 し た 。 そ の 結果，そ れ ぞれ の 細胞群 だ け か らは

中胚 葉組織は 発生 しな い の に
， 組合 せ た外植体 に は

種 々 の 外胚 葉性器官 や 中胚 葉性器官 ま た は 組織が分

化 し た 。
こ の 事実 は 嚢胚期以前 の イ モ リ胚 は か な り

強 い 調節能 を も っ て い る と言 え る。さ らに こ の 中胚

葉分 化に つ い て の 調節能 は 若い 時期 に は 脊索 か ら血

球
』
まで の ，正 常周縁帯か ら分化す るすべ て の 組織 ，

器 官 を分 化 す る
．
よ 5な い わ ゆ る 中胚葉分化全能的で

あ る が ，後期胞 胚 期 ま た は 嚢胚形成開始期 に な る と

中皮や皿 球 な ど，腹方中胚葉分化能 し か 示 さ な くな

る 。 すなわ ち調節性 は，発生 の 進行 と と もに
， 背方

中胚 葉性 か ら腹方中胚葉性へと次第 に 限定さ れ て行

く と考え られ る 。

イモ リ嚢胚オ ル ガナ イザ ー の 誘導能と代謝

鈴木明郎 ・石塚駭太 （熊本大学理学部生物）

　 イ モ リ初 期嚢胚 の 未陥 入 オ ル ガ ナ イ ザ ーは そ の 時

点 で 予定表庚 に 作用 さ せ る と胴尾構造 を誘導し ， 陥

入 数 時 間 後 に 作 用 させ る と頭構造 を誘導す る 。 こ の

未陥入 オ ル ガ ナ イ ザ ーの 頭方化 に つ い て 生理学的観

点 か らも研究 さ れ て きた が 明確 で は な い 。

　 この 未陥 入原 口 背唇部 を低温 （5
°C） お よ び 10−2

MNa 凡 で 2 時間処 理 し た 後予定表皮 に 作用さ せ る

と強 く胴 尾構造 を誘 導 し，頭 方 化 が 妨 げ られ た。さ

ら に ， 2．　5Ptgfmt の actinenlycin 　D ，25ttg／int の

puromycin で 同 様 に 処理 し た と こ ろ，　 actinomy −

cin ．D は こ の 原 口 背唇部 の 頭方化 を阻害 し，　 puro 一

mycin は 逆 に 頭方化 を促進 し た 。　 ．

　 こ の 結果 は 初期 嚢胚 の 未陥 入 オ ル ガ ナ イザ ーの 頭

方 化が生理 的代謝，特に RNA 代謝 に 由来す る こ と

を示 し て い る 。 この DNA 依 存 の RNA が 直接誘

導 因子 と して 働 い て い る の か ，そ れ と も尾誘導因子

の 合成 か ら頭誘導因子の 合成 へ の 制御因 子 とし て 働

い て い る の か が 検討 された 。

神経性お よび中胚葉性誘導における タン パ ク

質とエ ス テ ラ 幽ゼ の変動

林　宏文 ・宮原睿 子 ・川 上 　泉 （九大 ・理 ・生 物 ）

　 イ モ リの 胚 や 幼生 の ミ ク ロ ゾーム 分画に 含 まれ る

エ ス テ ラーゼ は
，

ポ リ ア ク リル ア ミ
’
ドゲ ル 薄層電気

泳動法に よ り5 つ の 活性泳動帯 に 分離され る 。 こ れ

らは い ず れ もβ一ナ フ チ ル ア セ テ ーF を加 水 分解 す る

酵素 で あ る 。 酵素 の 阻害剤 に 対 す る 挙動 か ら， こ れ

ら 5 つ の 活性泳動 を A −type と B −type に 大別す る

こ とが で き る 。
E1

，
　E3 お よ び E4 は A −type で ，

Arylesterase で あ り，　 E2 お よ び E5 は B −type

で Carboxylic　ester 加水分解酵素 で あ る 。

　正 常発生 の 全胚 に つ い て
， 孵化以 前 の エ ス テ ラ

ー

ゼ は 全 て A −type で あ り， 孵化後に E3
，
　 E， が出

現す る 。 と こ ろが ， 誘導剌激 を与え な い 初期原腸 胚

予定表皮域を 3 − 4 旧 培養す る と Es が出現 す る 。

神経性組織 の 誘導過程 で は 4 日 目に E エ，
E ， お よ び

E ‘ がみ られ，　 8 日 目に は Ek が加 わ る 。 中胚葉性

の 場合，神経性誘 導 の 場 合 と異 な る と こ ろは ，Elが

消失 し て い る こ とと，E3が よ り強 い 活性 を示す こ と

で あ る 。

イモ リ嚢胚 予定表皮の Co皿 petence の 変 遷

川 上 　泉 ・渡辺敦光 ・安倍紀
一

郎 ・家 入 澄子

　　　　　　　　　　　 （九大 ・理 ・生物 ）
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次誘導現象は 胚葉分化 の 機構解析 に 役 立 つ 対

象 と し て の 価値 を失 わな い 。 こ の 誘導系 の 反慈組織

す なわち予定表皮 に 関す る 研究 を充実させ る こ とは

目 下 の 急 務 で あ ろ う。

　 こ の 研究で ば， 0 〜24時間分離培 養 し た予定表皮

の 細胞 を分離 し，ラ ッ ト骨髄抽 出液で 処 理 し た 後再

凝集 さ せ て 分化 を見た。 0 〜 6 時間 の 培養 で は 中胚
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