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O．0036 μ g ， 培養液 は Oμ8 の エ ク ジ ス テ ロ ン 活性

を 示 す が，培養後の 前胸腺は ∩ μ8 とな り ， 培養液

中に 0．24μ8 以上 と い う高い 活性 が み られ た。ま

た 02 含量 を 50％ に 上 げ る と， 空気中で 培養した

場合 よ り約 10倍量 の 合成 を 認 め た。合劇 ま培 養開

始後少な くとも 3 日は続くよ う で あ る。 ま た ，
a −

glucosidase で 処 理 して も，無処 理 、の もの と の 問に

活性の 変化は な い 。

　以上 の 結 果 ，前胸腺 は ， 脱皮ホ ル モ ソ を合成 し，

すみや か に 分泌す る 。 かつ ，こ の 物質は ，現在まで

の 知見か らエ ク ジ ソ ソ か，そ れ に 近 い 構造の 物質で

あ る と考え られ る 。

成虫原 基 の 発 遅 と 分化 に お よ ほ す エ クジ ス テ ロ ン の

影響

　　　　　　大森和子
・大 滝哲也

（東京都立大学理学部生物学教室 ・

国 立予防衛生研究所衛生昆虫部）

　ホ ル モ ン の作用時間と作用量 の 分化に お よぱ す影

響をみ る た め に ，ニ ク バ エ の 老熟幼虫の 翅 原基を器

官培養 して ，エ ク ジ ス テ ロ ン が そ の 効果 を 現 わ す の

に，ど の 位の 時間作用させ て お く こ とが必要か を み

て み た 。
10−fi　M エ ク ジ ス テ ロ ン で 翅 原基 を 培養す る

と 35〜42 時間後に ，翅 伸長はみ られ る が そ の うち

15〜21時間 だ け エ クジ ス テ ロ ソ 存在で 培養した 後 ホ

ル モ ン フ リー培地 に 移 し ， そ の 後の 形態変化をみ て

み る と ，
エ ク ジ ス テ ロ ン の 接触時間が 長 い 程 ， 形態

変化がすす み ， 翅 伸長 を お こ す原 基の 数 が 多 くな

る 。
10−6M お よ び 6x16 −TM

エ ク ジ ス テ ロ ソ に 21

時間接触 させ た場合の 形態変化を比 較 し み る と ，

10”fi　M で は翅伸長が みられ るが ，
6 × 10−7M エ ク ジ

ス テ ロ ソ の 場合 に は，姻伸長をお こ す原基 は なか っ

た 。

　15時間ま た 21時間 エ ク ジ ス テ ロ ソ 接触後 ，
ホ ル モ

ン フ り一に し て も形態変化 が み られ る こ と は ロエ ク

ジ ス テ ロ ン の 効果が ，
ホ ル モ ン フ リ

ー後もこ わ れ る

こ と な く維持 されて い る こ と を示 し て い る 。 こ の ホ

ル モ ン 効果 の 性質 に つ い て しらべ て み る た め に，エ

ク ジ ス ロ ン に 15時間接触 させ た後 5 時間ホ ル モ ソ フ

リーに して おき ， 再び 6 時間 ホ ル モ ン 接触をさせ て

み た （15h ＋ 6h）とこ ろ，21時間だ け 連続して 接触

353

させ て お い た原基と同じよ うな形態変化の傾向を示

し た 。
ホ ル 毛 ン フ リ

ーicす る時間を24時間に 延ばす

と，ホ ル モ ン効果の 低下 が み られた 。
エ ク ジ ス テ ロ

ン 接触時間の 順 序を逆にする と （6h ＋ 15　h）凝 伸長

はみられず ，
15時間だ け エ ク ジ ス テ ロ ソ に接触 さ せ

た 原基 の 形態変化 と同 じ顛向 を示 した。以上 の結果

か ら， 翅伸長に は エ クジ ス テ ロ ソ が 必要で あ る が ，

形態 変化終了ま で 必ず しも依存す る 必要が な く，そ

の 必要作用時間 は 用 い られ た エ ク ジ ス テ ロ ン 濃度に

よ っ て 変化す る こ と が 明 らか に な っ た e 更 に エ ク ジ

ス テ ロ ン の 作用効果 は ， あ る程 度 以 下作用 が すすむ

と蓄積す る性質をもち ， また 加算 され うる 性質 を も

って い る の で は な い か と推定 され る。

シ ン ジ ュ サ ン休 眠終結に 対す る臨界期 を 過 ぎた 蝸脳

の 移植効果

肥沼 昭 （信州大学理 学部生物学教室）

長期間低温 に 置 い た シ ン ジ 品サ ン の 休眠蛹 を高温

に 保 つ と休眠 の 終結 が お こ る こ とは良 く知 られ て い

る。こ れ に は ， まず脳か ら前胸腺刺激要因が分泌さ

れ ， 前 胸 腺 が 活性化 して 分泌 が高ま る こ と が必要 で

あ る こ と が よ く知られ て い る 。
26°C に 保温 した 冷

却 蠕 か ら，保温 5 日 目まで に 脳 を摘出す る と休眠 の

終結はお こ らず， 6 日 目以 降 に 脳を摘出す る と休 眠

の 終結す る もの が 生 ず る こ とか ら， 蠕 脳 の 活性化 の

臨界期は保温 6 日 目頃 か らは じ ま る と思 わ れ る 。 冷

却蠕 の 脳を ， 休眠継続が予想 され る非冷却蠕 へ 移植

し た と き，保湿 5 日目ま で の 脳 の 移植 で は ， 被移植

蛹 の 休眠 の 終結と脳供与蛹の 休眠 の 継続 と の 問に は

何 の 関係 も見 い 出さ れな い の に対し ， 保温 6 日目以

降の脳の 移植 で は ， 被移植 蛹 の 休眠終結は脳供与蛹

の 休眠 が継続 した ぱあい に の み おこ っ た 。
こ の こ と

は活性化 の 臨界期を過 ぎた 蛹 の 脳 は，非冷却蛹の 休

眠終結 に 対 して 無効 に な る と思われ る 。
こ れ は，臨

界期を過ぎた 脳 で は分泌能が低下 して い るた め に お

こ る の で あ るか ， ま た は 脳 に 前胸腺の 活性化を抑制

す る別 の 要因 を 生 じた た め に お こ る の で あ る か ， い

ず れ か が 原因と考 え られ る。こ れ を明らか に す るた

めに 休眠終結の臨界期を過 ぎ た 蛹 か ら摘 出 し た 脳

を ，休 眠終結 の 臨界期以前の 蛹 へ 移植し た場合と ，

臨界期を遇ぎた 蛹 へ 移植 し た 場合 の 結 果 を 比較 し
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た 。 前者の 場倉に舛体眠 の 終結が鉚制 され，後者の

場合に は抑制 されなか っ た 。 この 結果iま， 臨界期以

後の 蛹脳は」 前胸腺活性化掬制要囚を含 む こ とを示

して い る 。 更 に ， すで に 活性化した前胸腺は抑制さ

れない こ とを示 して い る 。 自然の ままの 冷却蛹を保

温 し た ばあ い IC，体 羅終 結 が 支障 な くお こ る こ と

は ， 脳 の 前脚曝刺激要因 の 分泌が最初に お こ 1）， そ

れ よ りお くれ て 前胸腺活性化抑制要因 の 分 泌 が お こ

っ て い る可能牲 を 示して い る 。

体外培蓑された カイ コ 卵 巣へ の 休眠因子 の 作用

　　　 園部治之 ・王 世 鐘

（甲南大学理 学部生物学教室）

　 カ イ コ 卵巣 に お い て 休眠卵性蝿 （D ）卵巣は非休

眠性蠣 （ND ） 卵巣 に比 べ 3−hydroxytkynurenine

（3−OH 耳）の蓄積が 著 しい 。 こ の 蓄積は食道下神経

賃1か ら分泌 され る 休眠 因 子 （Df） と 密接 に 関係 して

お り ， ある程度分離精製さ れ た Df （ペ プ チ ド結合 を

も っ た物質 で あ る こ とな ど化学的性erlCつ い て はす

で に 報告して い る ），を ND へ 注射す る こ とCCよ り

3−OHK の 蓄積 を お こ させ る こ とが で き る 。
こ の Df

が他 の 組織などを介せず直接卵巣 に 働 くかどうか を

知 る 目的で 体外培養 され た ND 卵巣を用 い て Di の

効梁を調 べ た 。 注射 され た Df の卵巣 3−OHK 量 に

対す る影響は 蛹化 3〜 5 日目に 著 しい こ と か ら そ の

特 期の 卵巣を 用い て 培養条件 の 検討を した 。 培養の

成 否 に つ い て は 培地 に
ユ

℃ −leu．を加 え 卵巣蛋白質へ

の 取込 み を め や す に し た
。 培養液 と して は Graceの

培 地 に蛹 化 1 日 目 の 体液を 60°C で 15分間熱処理

し遠心分離 した一ヒ清を10％ の 割合で ま ぜ る な ど 多少

の 変更を加え た 6 また Ecdysteroneを培地 へ 加え た

場合の 影響も検討 した 。 そ の 結果体液も Ecdyste・

rone も加 え ず Grace の 培 地 の み の 場合 は ほ とん ど

蛋 白合成はお こ らず体液 と Ecdystero＃e 両方を加え

た も の の み が 48時 間以 上 直線的 に 蛋白合成 が増加 し

た DEGdysteron ．e 量は 培地 1ml あた り 1A9 で は

効果 は み と め られず，10 μ8 加え る こ とに より48時

間以上 の 培養 が 可能 で あ っ た 。 こ の よ うlcec白合成

が最 も盛 ん な条件の もとで 培地 へ Df を加 え 卵巣3−

OHK 量へ の 影響を調べ た 。 蛹へ 注射 され た Df は

注 射後 3 時闘 で 3−OIIK の 増加をもた らすが ，培地

へ 加え た場合 （蛹 の 体灌舅か ら換算して 注射され た

と同程度の Df を 培地へ 加真た 。 ） は 6時問後に わ

ずか の 3−QHK の増加が み られ，24時澗釁に 拭注射

され た 場合 の 約 ll3　diで あ るが ，
3−OHK の 増加 が

み ちれ た。以 上 の こ と か ら Dfは 体外培養され た

ND 卵巣の 3「OHK 量の 増加 に 直接影響を 与え る と

考 え られ る 。 しか し注射 され た場合 ほ ど 増加しな い

こ と に つ い て は 更 に 培養条件な ど の 検討 が 必要 で あ

る 。 ま た Pf を培地へ 加え る 場合 Df の 純 度も重要

な要因で 純度の 高い Df を用 い る ほ ど効果 が 強 か っ

た 。

カ イ コ の 幼虫 は蛹 期を省略 で きるか

加藤義臣 （国際基督教大学生物学教室 ）

　 昆虫 の後胚 発生に おい て ，幼虫を 実験的 に 幼若 ホ

ル モ ン （JH）欠如 の 条件下 に お くと ， 蛹期が 省略 さ

れ直接成虫形質 が 出現す る。こ の こ と か ら ， 蛹 形質

の 出現は少量の JH に よ り誘導され る と い う考え が

確認 され た。しか し，ア ラ タ体 を 摘出 され た カ イ コ

の 若令幼虫は直接成虫 に 変態 せ ず，幼虫→蛹→成 虫

と い う形質出現 の 順序 は乱 さ れ な い 。ヵ イ コ で は ホ

ル モ ン 状態 の み で は変態の 支配を説明す る こ と は 困

難 の ようで あ る 。 だ が ， こ こ で は カ イ コ の 幼 虫 表皮

は真に 蛹 ク チ ク ラ の 分泌 を 省略 して 成虫 ク チ ク ラ を

形成 しな い の か ど うかを次の 2 つ の 観 点 か ら再譲討

し た 。 1） カ イ コ で ア ラ タ体 を 摘出 さ れ た 幼 虫が直

接成虫へ と変態 しな か っ た の は ， 体内に 残存 して い

た JH の効果か もしれ な い c 　 2）他 の 昆虫 の 皮膚移

植実 験 に お い て ，特定 の 時期 の 供与幼虫に 限 り直接

成虫 へ の 変態が可能で あ る こ と が 報告 され て い る の

で ，カ イ コ で もそ の 可能性が あ る か も しれ な い
。 こ

れ らの 可能性を検査す る た め に ，い ろ い ろ な 日令 の

4令 お よ び 5令幼虫de　donorと して 用 い ， そ の 皮膚

片を 蛹化 1 日以 内の 蛹 に移 植し た。 host の 蛹 が 成

虫 に な っ た 時，移植片を 取 り出 して 切片 と し，そ こ

に作 られ た ク チ ク ラ の 型 お よ び 数を調 べ た e そ の 結

果 ，移植片 の 口令 に応 じ て ， ク チ ク ラ の 型と数は変

化 した （すな わち ， 普通 に 蛹 型 ク チ ク ラ が 形成 され

た 他 に ，幼 虫犁 ク チ ク ラ が牙泌 さ れ た り ， ま た 2層

の ク チ ク ラ が分泌 され る と い う現象が ， あ る特定 の

H 令か ら取っ た 皮膚移綽片 に 数多 く鯉察 さ れ た ）
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