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研究成果の概要（和文）： フナムシは成虫脱皮を繰り返し体サイズを大きくしていくが、これに伴って吸水機能にお
ける不安定性の要因として「汚れの付着」が脱皮の間にどの程度生じているのかを明らかにするため、走査型電子顕微
鏡像を用いた画像解析を行った。その結果、脱皮前の個体では脱皮直後の個体に比べて、列構造に多くの汚れが付着し
ていることが明らかになった。
　また本研究では、フナムシの幼生も成体と類似した吸水構造を持つことを明らかにした。フナムシの幼生は付属肢を
6対しか持たないため、成体の持つ、吸水のための列構造は持たないと考えられてきた。しかし、今回の画像解析では
幼生の第５・６肢に類似の構造が存在することが明らかになった。

研究成果の概要（英文）： Ligia exotica repeateadly molt and every time molt it increase body size.To 
clarify a degree of adhesion dirty things as a factor of instability in the water absorption, we analyzed 
electron scanning microscope image. As a result, there were found many stains on the cuticular 
protrusions of just before the molting compared to immediately after the molting.
 Besides, it was revealed that the larvae of L. exotica also has a water-absorbing structure similar to 
the adult. Since the larvae of L. exotica have only the six pairs appendage, they have been considered to 
have no cuticular protrusions for water absorption. We demonstrated the presence of similar structure to 
the fifth and sixth pereiopods of larvae in this image analysis.

研究分野： 動物生理学

キーワード： フナムシ　吸水行動　脱皮　列構造　走査型電子顕微鏡
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かについてさらなる研究を進めていく。 
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図8．フナムシ幼生の走査型電子顕微鏡写真
シ幼生の全体像。付属肢が
に見られる溝構造。
の列構造
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