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側 に 集中 して 出現す る傾向があ る 。 二 枚貝 で は， ニ

ュー
ロ ン は 中程度 の 大 き さ で ， 神経 分 泌細胞 の 数 は

種 に よ っ て ま ちまちで あ る。以 上 の ご と く， 軟体動

物 に お い て は ，そ の 脳神経節 の 分泌 細 胞 に も，お の

お の の 群 の 発達段階に 応 じ た 特徴 が 見 い 出 さ れ る 。

淡水産 ス ジ エ ビ P αlaeman 　pmtcidens の 「胸板

腺」
’‘

　sternal 　gland ’
”

に つ い て

上 口 勇次郎 （北海道大学理学部動物学教室）

　淡水産 ス ジ ェ ビ， Palaemon 　Pazacidensに お い

て 未記載 の外分泌腺 「胸板腺」 を発 見 し， 次 の よ う

な 特徴 を持 つ こ と を 明 らか ICした 。

　1）　 こ の 腺は 雌 の 第 3 〜 5歩脚 の底節 と左右 の 第

5 歩脚 間 の 胸板下 に 位置 し，雄 に は 存在 しな い 。2）

腺 は ロ ゼ ッ ト細胞 の 集 りか ら成 り ， 染色性の違い に

よ っ て α 及 び βの 2種 の 腺構造を 識別 で きる が ，そ

の うち α 一rosette が 全 体 の 約 95％ の 数を 占め る 。

3） 胸板腺 は甲長 7mm 以 下の 未成熟雌で は 分化 し

て い な い が そ の 後 rosette の 数 と大 き さが 次第に増

し， 10mm 以 上 の 産卵直前 の 雌 で 最 も発達 して い

る 。 4）腺 は こ の エ ビの 生殖周期と密接に 関連 して

分 泌 活動 の 年周期 を示す 。 す な わ ち， rosette 内 に

蓄積 され る分泌物の 量 は 成熟雌 の 産卵脱皮 直前 に 最

大 に な り，脱皮直後 か ら約 30分 で 見 られ な くな る
。

分泌物 が 体外に 放 出され る と考え られ る時期 と雄 が

成熟雌を求 め ，最も盛 ん に 交 尾 を 行 う時期 と が
一

致

し て い る と い う事実 は こ の 腺の 産生す る物質が性誘

引物質 で あ る事 を 暗示 して い る。

ケ フ サ イ ソ ガ ニ 内 臓 器官 に 及 ほ す Sacculina 寄生

の 影響

ド泉 正 敏 （徳 島人 学教育学部生 物学教室 ）

　汽 水産 ケ フ サ イ ソ ガ ；　（H θ厩 87 αρSμ5Penicil ．

iatUS） の 内臓器宮 は SaCC＃ lina の 寄生 に よ っ て ，

そ の 正 常な 発鳶 が 阻害さ れ ， 種 々 の 程度 の 組織的変

化 が 認 め られ た。すな わ ち肝臓 の 共通 し た変化と し

て は tubule数 の 減少 が め だ ち，ま た 腺細胞 に お け る

核 の 縮 小 と異 常な 空飽形成，さ らに は 細胞 萎縮 に 伴

う tubuLe の 空洞化 など明 ら か に 退 行的像 を 呈 して

い る 。また 生 殖 巣 で は，卵巣発 育が と くに 阻害 さ れ

完全 に 退化消 失 す る例 もあ り，わ ず か に 残存す る 卵

巣 で は卵黄形成 の み られ な い 小 形 の 卵母細胞 が散在

す る程度 で，成熟卵 の 発 達は と うて い 不 可能 な状態

で あ る 。 こ れ に反 して 精巣 は や や 組織的変化を 示す

も，精 子 形 成 が 認 め られ る。さ ら に 胸部神経 節で は

吸収根 が 神経節 内部ま で 侵 入 して 神経組織 を損傷 す

る と共 に ， 神経分泌 細胞 と くに A −，B 一
細胞 の 減少

と分 泌 顆粒 の 消失 が み られ．こ れ らの 変化 は 分泌 活

性 の 低下を もた ら す もの と考 え られ る。

ザ リガニ Y 腺細胞 の 細 胞 質構造 に つ い て

　　　 宮脇 三 春 ・
武富葉 子

．

（熊本大学 理 学 部 生 物学教 室 ）

　前報 （動雑 79
， 彙報 44） に お い て ，エ ク ジ ス テ

ロ ン や 他 の ス テ ロ イ ド （コ レ ス テ ロ ール ，テ ス トス

テ ロ ソ な ど） の 投与 に よ って ， ザ リ ガ ＝＝Y 腺細 胞 内

に 特異 な 巨 大 顆 粒 を 伴 っ た 膜系 が 誘導 さ れ ，こ れ が ．
Y 腺 の ス テ ロ イ ド代謝 へ の 闘 与を 暗示す る もの で は

な い か と考え られ た 。 しか し ヘ モ グ ロ ビ ン ，ア ル ブ

ミ ン ，グ ル コ
ー

ス ，更 に は 蒸留水 を 注射す る こ と に

よ って も，また 飼 育温度を 急激 に 変化す る こ と に よ

って も同様 の 膜系 が 誘導され る こ とを知 る こ とが で

き た。ザ リガ ニ に ス ト レ ス を 与 え る よ うな 処 琿 は す

べ て こ の 膜系を誘導 し う る と 考 え ら れ る 。

一
方 ミ ト

コ ン ド リ ァ ， ER などの 観 察か ら は ，Y 腺 の 脱 皮 ホ ル

モ ン 生 産 が 暗示 され る よ う な結 果 も得 られ て い る 。

ペ ーパ ー ・パ ーチ シ コ ン ・
ク ロ マ トグ ラ フ ィ

ーに よ

るザ リガ ニ 眼 構内色素胞刺激 ホ ル モ ン の 分離

野本義雄 ・渡辺和子

（日本大学理 工 学部）

　 ア メ リ カ ザ リ ガ ニ の 眼柄組織水抽出液 に つ い て ペ

ーハ ー・パ ー
チ シ

ョ ソ ・ク ロ マ トグ ラ フ ィ
ー （

一
次

元 上 昇法） に よ る色 素 胞刺激 ホ ル モ ン chromato −

ph … t・・pins の 分離を試み た。そ の 方 法 は 試料 を 東

洋漉紙 No．51 の 下 端 よ り 6　cm の と こ ろ に 帯 状 に

塗 布 し ， 展開溶媒 と し て は 水飽和 n−butanol を 用

い ， 　16 時間 ペ ーパ ー・ク ロ r ト ・キ ャ ビ ネ ヴト中

に て 展 開 し た （室温 20°C）。 展開後風乾 し， ll薹：紙を

原点 よ り Rf（O・0〜O．1）幅 σ1間隔 に て 分 画 切 断 し，
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そ の 各分画切片か ら生理的塩類溶液を用 い て chro ・

matoPhorotropin を溶出 し た 。 そ の 一定鞏 （40冩 ）

を眼柄切除個体 と白色背地適応個体 とに そ れぞ れ注

射 して 色素胞 に 対 す る作用 効果を調 べ た e 赤色色素

顆粒拡散 ホ ル モ ン は 原点 の 付近 に み られ た が ， 赤色

色素顆粒凝集 ホ ル モ ン は RfO．5 の 付近 に あ る幅を

も っ て 存在 し，白色色素顆粒凝集 ホ ル モ ン は RfO．25

の 付近 に あ る 幅を も っ て 存在 して い る こ とが認 め ら

れ，二 者 と もそ れ ぞ れ の 分画 に よ く分離 さ れ て い る

こ と が わ か っ た 。

キ タ テ ハ の 季節型 の 決 定 と ア ラ タ体活性化 に おける

臨界期 に つ い て

遠藤克彦 （名古屋 大学 理 学部生物 学教室）

　 キ タ テ ハ に は季節型 と 結 び つ い た 成虫卵 巣休眠が

知 られ て い る。こ の 季節 型 と卵 巣 休 眠 （ア ラ タ 体 の

活性化） の 決 定 が 幼 虫期 の 日 長と温度 に よ っ て 活性

化 さ れ る間脳 部分泌細胞
一
側心 体 系の 内分泌機構に

よ っ て い る こ と は 明 らか に さ れ て い る 。 今回 こ れ ら

の 間脳部神経 分泌細胞
一

側心体 系の 持つ 2 つ の 作用

の 相 関 を 調 べ る た め に 蛹 期 に お い て 脳 の 左 右両半球

の 分 離，脳
一

側 心 体
一

ア ラ タ体 問 の神経 切 断 な ど を

行 い そ の 臨界期 に つ い て 調 べ た 。そ の 結果季節型の

決定 に つ い て も，ま た ア ラ タ 体 の 活性化 に つ い て も

蛹 化後 30 時間頃 に 臨界期 が存在 し ， 2 つ の 作用を

分離す る こ と は で き な か っ た。ま た 出 現 し た
一

部中

闇型季節型 の 成 虫 で は中間的 な 型 の 卵成熟 を示 した

もの が あ り，C の 間脳部神経分泌細胞
一

側 心体系 の

2 つ の 作用 は ， か な り密接な 関連 を 持 っ て い る も の

と 考 え られ る。

シ ン ジ ュ サ ン の 蛹休眠の 終結と躍気刺 激

肥 沼　昭 （信 州大学理学部生物学教室）

　 シ ソ ジ ュサ ソ の 蛹休眠 の 終結 に 対 す る 電 気刺 激 の

影響を調 べ た 。
こ の 蝸 の 休 眠 の 終 結 が 生 じ る た め に

は ，蛹が長期間低 温 に さら さ れ る こ と，脳 の存在が

必 要 で あ る こ とが 知 られ て い る 。 ま た 休眠 が直接的

に は前胸腺 の 活性に 支配 さ れ ，前胸腺 の 活性 が 脳 の

神経分泌活動 に 支配 さ れ て い る こ とも知 ら れ て い

る 。実験 の 結果 ， 休眠中 の 蛹 に 対 す る 電 気刺激 は，

〔1｝低温 処 理 を 経た 蛹 の 脳 の分泌活動開始 の 時期を早

め，  低混処理 を経 ない 蛹 の 脳 に 対 し何 らか の 活性

化を もた ら し， そ の 脳 を移植 さ れ た非冷却休眠蛹 を

覚醒 に 向 わ せ た 。脳 を除去 した蛹 に 対 して は，電気

刺激が有効な結 果を もた らさな か っ た こ と は ， 前胸

腺が直接刺激 さ れ て 活性化 した 可能性 を除 くもの で

あ る 。 蛹 の頭部 と腹部か ら導 い た電気的活動 と，そ

の 蛹 の 脳 を移植 され た 蛹 の 休眠輳結 の 有無 との 問 に

関連 が 見出 さ れ た 。 こ れ らの 結果は脳 の 分泌細胞 の

活動 が 神経衝撃 を 介 して 制 御 さ れ る可能性 を示す も

の と思 わ れ る。

イ ラ ガ前蛹 の 休眠期 に お けるア ラ タ体の 微細構造

武 田 直邦 （東北大学理 学部生 物学教室）

　 イ ラ ガ の 前蛹休眠 の 誘起 ， 維持 は ， ア ラ タ体の 強

い 活性化 に よ り脳
一

前胸腺系が不活性化 さ れ る事に

起 因す る 。 休眠誘起時 か ら覚醒時 に 至 る 過程 の ア ラ

タ 体 に ホ ル モ ン 分泌 との 関連 か ら微細構造的解析を

行 っ た 。 営繭後 の ア ラ タ 体 は核 ， 細胞質共 に 小 さ く

密集 し，電子 密度 は低 くオ ル ガ ネ ラ の 発 達 は み られ

ない 。 誘起前期で は，核，細胞質共 に 大 き くな りゴ

ル ジ 体 の 著し い 発達 と ミ トコ ン ド リ ア の 増加が み ら

れ る 。 中期 で は ， 細胞質は 更 に 大 き くな り， g−−ER

系 が み られ vacuole が 出現 し始め る。後期 で は腺は

最 高 の 大 き さ に 達 し vaCllole は 大 き くな るが ， 周

辺 部の 細胞 で は特に，細胞膜 の foldが生 じ，　 dense

matrix の ミ ト コ ン ド リ ァ や microtuble が 出現す

る。一
番大 き な 特徴 は ag −ER 系が 著 し く発達 し こ

れ が 覚醒 時 まで 続 く事 で あ る。こ れ らの 事 か ら， イ

ラ ガ 前 蛹 休 賑時 に 分 泌 さ れ る ホ ル モ ソ の 産生場所 と

して ， ag −ER 系 が 大 きな 役割を果 すの で は な い か

と の 示嘆が 得 られ た 。

ヒ メ シ ロ モ ン ドク ガ 休眠 ・非休 眠卵 の 比較

慶野宏臣
・
景山　節

・
武居幸子

（名古屋 大学理学部生物学教室 ）

　若 い 胚 の 状 態 で 休眠す る ヒ メ シ ロ モ ソ ド ク ガ の 休

眠卵 を，産卵 12〜24 時間後 に 5〜61V の 壇 酸 に ，

ま た は 48〜60時間後 に 7〜 8N の 塩 酸 に 浸 す と比 較

的高率に 非休眠化す る 。 ま た 卵内に含まれ る タ ン パ
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