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ず pH 　3 で 150 分間，続 い て 骨髄 で 150 分聞処 理 し

た 場合 に は 40％ の 細 胞 が 生 き残 る 。
こ れ は pH 　3 処

理 に よ り，外胚葉 予定細胞が骨髄 に 対する抵抗性 を

獲得 した こ とを意味 す る。 また ， pH 　3 に 調整 した

骨髄液で 処 理 す る と，処理後 120 分間 に 約30％ の 細

鞄 が 死 亡 す る が ， そ の 後黜 胞 の 死 亡 は 認 め ら れ な

い 。 ま た ，こ の 処 理 に よ り，上 記 2 種細胞 群 の い ず

れ も生存 して い る こ と が 電気 泳 動 に よ り確 か め られ

ノこ 。
こ の 結果 と，神経誘導物質 と 中胚 葉誘導物 質 と

の 同時処 理 に よ り，髄尾 誘 導 が お こ る こ とを考えあ

わせ る と，髄尾誘導に は，C れ ら 2 種 の 細胞群 が 関

与 し て い る と考 え られ る 。
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次誘導に おける高分子合成
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　　　　　　 　 （九 州大 学 理 学部 生 物学教室）

　 の う胚期イ モ リ胚 予定表皮 の 外植体 に ，
ネ ズ ミ肝

あ るい は ， ネ ズ ミ 骨髄の 抽出物を そ れ ぞ れ 神経性 ，

中 胚 葉性誘導物質 と して 作 用 させ る 。 そ の 後 ， 適当

な 時間生理的塩溶液中 で 培 養 し，最後 に 放射性炭酸

ガ ス で 三 時間，核酸，蛋 白質 等 を ラ ベ ル し て 凍 結 す

る 。
こ の 試料 か ら核酸 あ る い は蛋 白質 を 抽出し ， カ

ラ ム ク ロ マ ト，酵素処 理 ，電 気泳動等 で 各 々 の 合成

パ タ ーン を 調 べ る 。

　誘導物 質 を作 用 させ な い 場合， 電気 泳動的 に み て ，

外植 体 の 蛋 白合成 に 切 り 出 し後 3 目 目 ま で に 顕著 な

変 勤 は なか っ た が，誘動物質 を作用 さ せ た もの で は ，

3 日 目 に は 各 々 の 誘 導物質 に 応 じて あ る特 定 の 蛋 白

が 多量 に合成 され る よ うに な る こ と が わ か っ た 。
こ

の 特異的蛋白合成 に 先立 っ て ，DNA 合成 は 減少 す

る。他方対照実験 で は， DNA 合成 は
一

定 の レ ベ ル

を保 つ 。

合 成肢 の 場 に お ける移植 さ れ た 尾 と 鰓 の 動 き

　　 浜崎 　幹 ・千頭道子

（千葉工 業大学 ・東邦大 学）

　肢 の 場に お い て ，既 に 肢芽等の 移植 の 実験 が な さ

れ て い る が ，私達 は 尾 と 鰓 を 肢 の 場 の 3 部位 に 移植

し て，そ め行動を観 察して 見 た。

　尾 の 場合 は，移植体 自体 は，伸 び る もの と，伸び

な い もの が あ り，誘 導体は ， 大体肢 の 形 を整 え て い

る 。 鰓 の 場合 は ， 移植体 自体 は ， 何 れ も伸 び ず 個 体

が変 態 に 近 づ くに随 っ て 吸収さ れ て 行き，誘導体 自

体は ， そ の ま ま の 形 で 残 っ て い る。

　 こ の 誘導体は ，基部型 肢 が 1例見られ た が，他 は

肢 の 形 が 見 らオ1な か っ た 。こ の 事に つ い て は 鰓 が 剌

激 に な っ て 誘導が起 っ て い るが ，肢 に な り得な く，

こ れ は 耳胞 に お い て mesoderm が 肢 の 形成 に 重要な

如 く， 肢 の 場 に お い て mesoderm の 組織が 少 い た め

に，肢 が 形成さ れ な い で は な い か と 思 わ れ る。又 ，

1例 ，基部 型 肢 が 出 た の は，移 植 の 際 に ， gfa歪t に

mesoderrn の 組織 が持ち込 まれ た の で は な い か と 思

わ れ る 。
こ れ に つ い て は ， 更に 実験 を要す る が ， 移

植 さ れ る こ と に よ って mes   derm が 形 を 整 え る の で

は な い か と い う 事 が 考 え られ る 。

指間 突起 の 有尾類異属間誘導 に つ い て

　　　　　　 　　　　　 碓井益雄 ・斎藤利 子

（東京教 育大学 理 学部動物 ・東京都立 八 潮高校）

　 Hynobius 属幼 生 の 肢 に特有の 指開突起 に 関 して

碓井 （194ユ） は Trit ”r “S の 肢原基 の 外 胚 葉 を

Uynobi ” s の 側腹 の 外 胚 葉 で お き か え ，指間突起 の

形成を見 て 外胚葉 の 反応性 に そ の 要因 を求め た。本

実験 は 更 に Hynobius と Trit π rus の 問で CA）肢原

基中胚葉上 へ 側腹 の 外胚 葉を ， ｛B ｝前肢芽 中胚 葉 を側

腹中央の 表 皮 下 へ 和 互 に 交換移植 し た 。 そ の 結果

HvnabiUS 肢 中胚葉と TriturUS 外胚 葉と の 組合せ

で は ほ と ん ど が 指 問突起を生 じ， TriturUS 肢中胚

葉 と HynobiUS 外胚葉 と の 組合せ で は 指 間突起を種

々 の 程 度 に 形 成 し，全 く生 じな い もの もか な りあ っ

た。以 上 の 結果 か ら指間突起の 形成 は両胚葉 の 相 互

作用 に よ り ， 特 に HynebiUS 肢 中胚葉 に 種1こ固有 の

要因 が あり，異属問 の 側腹外胚 葉 と も相互 に 反応 し

合 う事，同agll　llynobiUSの 外胚葉 に肢中 胚 葉 と と

もに 肢先端部 の 生 長 や 形態 の 形成に積極的に 働 らく

要 因が あり， 或条件下 で 優位 に働 らき指間突起 の 形

成を み る と考 え る。こ れ らの 要 因 に つ き考察 を試 み

たが 更 に 検討を要す る。
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