
Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry (JSHC)

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Histoohemistry 　and 　Cytoohemistry 　（JSHC ｝

28

を継続す る と EPSP も減少 し，遂 に は これ も殆んど消失して しまう．こ の 時期 に急 速 固 定法 を行な う こ と

に よ っ て 殆んど30秒以内 に 細胞 の 固定が 完成す る と思わ れ る．この ように して 固定きれた神経節の ニ ュ
ー

ロ

ン を電子 顕微 鏡 に よ っ て 観察す る と，シ ナ プ ス に 劇 しい 変化 のお こ っ て い る こ とが 示 きれ る．すな わ ち，あ

るシ ナ プ ス に お い て は synaptic 　 vesicles が 殆ん ど消失 し て い る．消失し た vesicles の 後 に は residual

substance 様の もの の 認 め られ る こ ともあ る．

　抑制性に シ ナ プス に つ い て to同様 の こ とが期待 きれ る．恐 らく中枢神経系 に お い て も類 似の 現象 の お こ る

こ とが 予 期 さオしる．

　　神経終 末
一

分 離法 と生 化挙的 特徴 ：黒川正 則 （東京大学　脳研生化学）

　脳皮質か ら神経終末 を分離 し うる こ とは，WHIZvlsAKER−GRAY （1959．1960）に よ っ て 記 述 きれ て 以後，

数人 の 研究者 に よ っ て 追 試，確認 きれ て い る．皮質か らえ られ る 終末 は 数種の シ ナ プ ス に 由来す る混合的な

もの で あ り， また電顕的に も生化学的に も他 の構造 ．と くに ミエ リ ン お よび ミ ト コ ン ド リア の 混入 を否定で

きな い ．この た め 分離終末の 生化学的検討 は現在 まだ きわ め て 初期の 段階に す ぎな い が ，

一
方 終末 の 限 界 膜

は分離後も比較的よ く保 た れ て い るた め，終末内 ミ ト コ ン ド リア ，シ ナ プ ス 小胞終末内 細 泡液 な どに つ い て

代謝的な 隔室化を検討 し うる可能性が あ る．こ こ で は神経終末 の分離法 （WHITTAKER ，　de　RoBERTIs，著

者等の方法） を此較 し，分離終末 に お ける物質分布 の 特徴，Ach 系 の 存在型，　 Ach 遊出 と イ オ ン 組 成 の 関

係な どに つ い て 述べ る予定で あ る．

　　未 梢神経 に お け る化学伝 達 物 質含有顆粒 の 分離 ： 片岡喜由 （京都大学　生 理 ）

　私達 は 従来 か ら脳 ホ モ ジ ェ ネートを材料 に して ，神経終末分画 を分離 し，ア セ チ ル コ リ ン ・ノ ル ア ドレ ナ

リ ン ・セ ロ トニ ン ，Substance　P が 同分画に 高濃度 に 結合型 として 存在す る こ と を細胞化学的に 観察 し て 来

た．しか し機能的か つ 形態 学的に複雑に分化，統合 された脳をす りつ ぶ した場合に は，これら活性物質との

対応づ け が非常 に 困難で あ る．そ こで で きるだ け機能的に 単
一

に 分離して分類し て，コ リ ン 作動性，ア ドレ

ナ リン 作動性，及 び知覚性末稍神経内 の上 記活性物質の 態 度 と興奮伝達機能 との 関連 を追 究 す る試 み とし て it

迷走神経，脾臓神経，脊髓前根 及 び 後根 を使用 し た． Axonal　fluid を Euler が行 っ た Press　juice法で

得 た 後，遠心分離 に よ り上記活陸物質含有顆粒 を分離し て同穎粒の 電子 顕微鏡的観察 ， 活性物質の結合の態

度な どを比較検討した．末稍神経内に 存在す る上記顆粒が，い わゆ る Synapse　Vesicleと同
一

物 で あ る か ど

うか は 現在 の段階で は 判然 とし な い ．

　　神経分 泌 ：佐野　豊 （京都府立 医大　解剖）

　神経細胞 の核周部 に 出現す る種 々 の 封入体を，光学顕微鏡的に とらえ，そ の意義 を論 じた 報告 は 数多い ．

と くに 神経分泌 学 説が 台頭 した 1950年代前半に は ，そ れ らの 可染性顆粒 や空泡を た だ ちに 神経分泌物 と解釈

し， 封入体 を神経 ホ ル モ ン の 組織学的表現 とみ なした 論交が か な りあ る．視床下部 や 無脊椎鋤物 の 2 ，3 の

神経分泌系 にお け る よ うに ，その 機能的意義 に 関す る研究が形態学的観察よ りも先行 して 行な わ れ た 場合 に

は，組織像 の 解釈 は か な り容易で あ る けれ ど も，未知 の ホ ル モ ン を生産 し て い る神経細胞 を，純形態学的に ．．
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分泌細胞 とし て確定す るに は．充分な根拠 が な ければ な らな い ．したが っ て ，こ の シ ン ポ ジ ア ム で は，主 と

して 祝床下 部 な らび に 脊髓 尾部神経分泌 系に つ い て行な わ れ た組織化学的，鷺子顕微鏡的研究 の 結果を中心

に，分泌顆粒 の 形成，輸送お よ び放出の 過程 を論 じ，神経分泌細胞の型 式，腺 絹胞 との 差 違，一般の 神経細

胞 との 差 違 な どに つ い て 考察す る．
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