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イモ リ胚 予定外胚葉細胞 の 神経誘導 と 培養形 態

高田健 三 （名大 ・理 ・生物）
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　 イ モ リ初期原腸胚 （St．11） の 予定外胚 葉 の 解離

細胞 は 中期神経胚 （St．18）の 腹部 表皮 で con 引tiQn

した 生理 塩溶液 を用 い た 点滴培養 に お い て は ，集合

して 不 整表皮に 分 化 す る が
，

一方，原 腸蓋 細胞 で

condition す る と神経冠細胞様 の 細胞が形成 さ れ る 。

また St．11胚 の 原 口 背唇部 の 解離細胞 で candition し

た 場合 も同様 の 結果 が 得 ら れ た 。 神経板 に お け る 色

素細胞形成域 （多 田
’
44）や 神経冠細胞形成 能 （Ni −

euwkoop ）か ら 見 て ，本実験 の 培養像 は 予 定 外胚 葉

細胞 の 神経冠細胞 へ の 誘導を示唆す る よ うに 見え る

が ，Niu ぐ56） の 結果 と異 り，筋原細飽や黒 色素胞

は 総て の 培養例 に お い て 殆 ん ど観 察 さ れなか っ た 。

　形成 さ れ た 紡錘型 や 多極型細胞 の性質を 調 べ る た

め に ，choline 　 ace しyltransferase に つ い て 組織化 学

を行 っ た 。
acet ￥cholinesterase の 活 性 を 抑 え る た め

に は DFP を 用 い た 。
　 condition し た 5H 〜 7 目 の

培 養細胞 に つ い て 見 る と，反応 陽 牲 の も の が 多 数 観

察 された 。 反応 は 分散 し て い る細胞に も 見 ら れ る

カt，い くつ か の 細胞 が 集合 し て い る 所 で は 特 に 強

い 。 こ の こ とは 細胞 の 相互作用 と 機能分化 と の 関係

を示唆す る もの と 思 わ れ る 。

　本実験条件下 で は イ モ リ胚 の オ
ーガ ナ イザ ー

（原

口 背唇 ，原 腸 蓋 ） で COfldition し た 培養液 は 解離 し

た 予 定外胚 葉組織を ，形態的 の み な ら ず 少 く と も

cholinergic な神経細胞 に 誘導す る 効果 の あ る こ と

が 示 さ れ た。

　 以 上 の こ と か ら誘導刺激 を受け た 予定外胚葉細胞

の 培養初期 の 行動，形 態 は J 神経 誘導 の 初期 の
一

面

を 示 す も の と 考 え られ る 。

イモ リ初期嚢胚原 口 上 唇部 の 形体 形成能 に つ い て
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　 陥 入 開始直 筋の 原 ロ 上 唇 部 の 原 腸陥入 過程 に お け

る 形態形成能 の 変化 の 解析を 目 的 とする 。 生体染色

に よ り予 定運命 を 明 ら か に し ， 大 きさ を 厳密ec規定

し て ， 単独培養 ， サ ソ ドウ ィ ッ チ 培養 （反応系 は 予

定表皮） を行な っ た。原 口 上唇部 の 予定運命 は ，原

ロ よ り動物極 に 向っ て 0．1〜 0，4 皿 ln 部 域 （幅 は 全

て D、4 皿 m ）（A ）が咽頭 内胚葉， 0．4〜O．　7 皿 m 部 域

（B ）が 咽 頭内胚 葉 の
一

部， 脊索前 板 ， 脊索前方部，

0．7− 1，  mm 部域 （C ）が 脊索，胴 尾 体節 で あ っ た 。

単独培養の 結果 ： A は 咽頭内胚 葉 が 決定 （咽頭内胚

葉 100％），B は 脊索 へ の 分化 が 決定 され つ つ あ る

（脊索33％）， C は 脊索 へ の 分化 は ほ とん ど 未 決 定

（脊索 8 ％，不 整表皮 92％） で あ っ た 。 サ ソ ドウ ィ

ッ チ 培養 ： A ，B の 脊索 形 成 率 （A ： 36％，　 B ： 73

％） お よび A ，B ，
　 C の 体節形成率 （A ：36％，　 B

67％，C ： 20％） は 単 独 培 養に 比 べ 著 し い 高率を示

す。 B の 形成率 が 最高。神 経誘導能 で は ，　 A （脊髄

26％ ，前脳 3 ％）， B （脊
…

髄53％），　 C （脊髄 7 ％）

す べ て 胴尾構造 の 誘導能を 示 し ， B の 誘導能 は 最高

で あ り，C の 誘導能 は ほ と ん ど な い 。　 A を
一

定時間

ホ ル トフ レ
ー

タ 液中 で 単独培養後上記 と 同 じサ ソ ド

ウ a ッ チ 培養の 結果 ： 3 時 間後 に 神経誘導能 は 頭構

造 誘 導能 へ 転換 せ ず に 消失 ，6 時間後に 中胚葉形成

能 が 消失 。 同様の実験で B は 6 時間 で 中胚葉形成能

の 低下 は ほ と ん どな く，C は 中胚葉 形成能 ， 神経誘

導能 の 上 昇 は な い e

　脊索分化 の 決定 と神経誘導能 の 成 立 は ， 陥入 開始

前 ｝ご 予定脊索前方部 か ら始 ま り次第に 後方部に 進行

す る こ と ，予定咽頭 内胚葉 は 申胚 葉形成能，神経 誘

導能を急速 に 消失 し，自律的 に 咽頭 内胚葉 へ の 分化

が進行す る もの と考 え られ る 。
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