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マ イ マ イガ精子 （正 型）東 中の PAS 陽性物質に つ

い て

杵 淵　博 （新潟大学教育学部 生 物学教室）

　 マ イ マ イ ガ 正 型精子 束 の 頭端 に あ る 栄 養細 胞 中 に

PAS 反応で 強 く陽性に 染まる粒子状の 物質が あ る 。

こ の 物質 は ， 嘩 液 ア ミ ラーゼ で 消化さ れ ， ま た ジ メ

ド ン 処 理 を した 後で PAS 染 色をす る と よ く染ま る

な ど グ リ コ ーグ ン の 性質を示 す。

　正型精 子 東中で の こ の 物質 の 発達過程を見 る と ，

蛹期の 始 め に は こ の物質は 存在 せ ず，蛹期の 3分 の

1 を経過す る頃 か ら一
部 の 正 型 精 子 束 中に そ れ が 見

ら れ る よ うに な る 。 蛹 期 の 3 分 の 2 を経過す る頃 に

は ，お そ らく全部 の 正 型 精子朿 が こ の 物質 を 持つ よ

うに な る。

　 マ イ マ イ ガ に 電気刺戟を与 え て 人 工 的 に 射精 させ

る こ とが で き る が ，こ の 射精精液中の 精 子 束 に は

PAS 陽性物質が 消失 して い る 。

　こ の物質 が 精子 の 運動に 関係 し て い る か ど うか に

つ い て は，まだ 正 型 精 子 束の 運動を 観察 して い ない

の で ，今の と こ ろ何とも言え な い 。

る。TPPase 活性も 1 ケ の 娘細胞 に の み 存在 す る こ

と も多 い 。

ユ ス リ力 幼虫唾腺分泌 物の 分 離

吉松広延 （山 口 大 学教養学部生物学教室）

　 セ ス ジ ユ ス リカ 幼虫を ピ ロ カ
ーピ ソ 処理す る と樹

枝，紐，膜，塊 状 の ゲ ル を 生 ず る。切 断 幼 虫，T 型．

微分干渉装置 で 吐出唾液 は 騒粒の 形で出て，す ぐn ・

部 や前肢 の 運動 に よ り混合 さ れ て 粘 塊 に な り，さ ら

に 上 記の 形を と る こ と が 観察 され る。消化管内容 も

混入 す る。ア セ ト ン ，ア ル コ ール 固定幼虫 の 唾腺を

水 中に お くか 生 唾 腺 を ク エ ソ 酸 で 洗 うと分泌物は 膨

潤 し細胞を解離す るが顆粒形 は 失 わ れ る （粘 着性，

伸展性保持）。 結紮，切 断幼虫薊体部を ク エ ソ 酸溶液

中で ピ ロ カ
ーピ ン 処理す る と吐出分泌物は 顆粒形を

保 つ が ， 顆粒間を埋 め る微 小 顆粒 が な お十分流動性

に な らぬ 。粘 糸は 生 じ な い 。幼 虫 血 液を ス ラ イ ド上

で 十分乾燥 して 微細砂粒を水 で 流す と，砂粒は そ こ

に粘着 され ， 流水 で 1夜処 理 して も離れ な い 。 唾 腺

粘糸は シ カ ゴ 青に つ よ く染 色 され る が，乾燥 血 液 も

弱い 染色性を 示す 。
ヒ i’の 唾液 ， 卵白乾燥物で も同

じ粘着性が あ る 。

細胞分裂中の ゴ ル ジ装置 の 行動

増 田秀雄 （甲南大学理学部 生物学教室）

　生細胞 の ゴ ル ジ 装置 が phase−gray の 縞状構造で

あ る こ とを．鍍 銀法 お よ び TPPase 活性が 局在 す る

C と か ら証 明し，こ の 梅造が 培養細胞 で は 細胞 の 変

形 と と もに 形を か え ， 核膜 に そ っ て 移動 す る こ とを

た し か め た 。 細胞 分裂 で は，前期染色質 が あ らわ れ

て くる と共 に ，核の 一側 の 網状溝造 は次第に ゴ ル ジ

域周 辺 部 よ りコ ソ ト ラ ス トを減じ て 消 え，網 工 は 寸

断 し て 小 片 の 集 り と な る 。 ほ とん ど の 細 胞 で は核膜

の 消失直後 に 完全 に な くな るが ，こ の 時期は細胞 に

よ り非常 に ち が い ，赤道板形成直前ま で 残 る こ とも

あ る。 ゴ ル ジ 装 置 は後 期 の 終 りか ら終期 の は じめ

に か けて 再 び あらわ れ る 。 多 くは 中 心 体 の 位 置に

phase・gray の 輪の 形 に 核 に 接 して 見 え て くる 。 そ の

後 こ の 輪 は桿 状の 小 片 に 分散 し再 び もと の ゴ ル ジ 装

置を 形成 して くる。こ こ で 生 じ た 2 ケ の 娘細胞 の 闇

で は 多くの 場合 ゴ ル ジ 装 置の 出現 の 時期 は 異な っ て

メ ダ カ （Orgzias　tatipes ）の 皮膚IC存在するク ロ

ム 親和性細胞の 生理学的形態変化

及 川胤 昭 （名古屋大学理 学部生 物学教室）

　緋 メ ダ カ （ヨ i，b，　R ）．白 メ ダ カ （十 i
、
　 b

，
　 r ）， 白

子 メ ダ ヵ （it　 b，
　R ．　 i

，
　 b

，
　 r ）を Hillarp・HOkfelt 法 で

処 理 す る と，緋 メ ダ カ と 白 メ ダ カ の 皮膚に は ク ロ ム

親和性細胞 が検出で き るが ，白子 メ ダ カ に は見 い 出

す こ と が 出来な い こ と を
・
明 ら か に し ， こ の 細胞を発

生 学 ， 形態 学，組織化学 そ して 遺 伝 学等 の 面 か ら検討

した 結果 ，
b に コ ソ ト ロ ール され て い る amelanotic

皿 elanoph 。re と同
一

細胞 の 可能性 が あ る と い う考 え

に 至 っ た 。 しかしなが ら，そ の 生 理 学的機能 が 黒 色

素胞 の そ れ と 同 じで あ るか ど うか は ま だ 明 らか に さ

れ て い な い 。そ れ で ， 野 生 型 メ ダ カ （十
itB ，R ）の

黒色素胞 が ア ト ロ ピ ン を 投 与 す る と 拡散状態を永

し ， ア ドレ ナ リ ン を投 与す る と収縮 状態を示す こ と

がわか っ て い る の で，こ の 事実を利用 して ， ク ロ ム
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