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家兎伸の 異種瑳状化合体特に ピ リジ ン に対する適 応性に つ い て （予報）

　　　　　　　　　　 奥 田　i毳雄 （神戸大 ・理 ・生 ）

　
一般 に 生体内 に お け る ピ リ ジ ソ の 代謝は ， そ の 環中 の N の メ チ ル 化 に よ り毒牲 が 消 盗 され ，

N 一メ チ ル ピ

」 ジ ン と し て 尿 中 に 排出 さ れ る。冢 兎 は他の 動物 と．異な り，
こ の 能力 が著 し く弱 い 。し か る tc ピ リ ジ ン を餌

に 混 入 し て 与え る と ， こ れ を注射す る場含 に 比 し て 甚 し く長 く耐え る。即 ち注射に よ る 場合 は 大 ts　6 乃 至 7

ケ 月で 斃 れ る に もか か わ らず経 口 的投与 で は 2 乃 至 3 年 も生 き る。 こ の 違 い が 如何な る 理 由 に よ るか は ，

直 ち に 結論す る に 至 らな い が ， 少 くもそ の
一

部 は 腸内細菌 が ピ リジ ン 代謝 の 過程 に関係す る の で は な い か と

思 う。そ の 機 ［乍は 今後 の 問題 で あ る が ， 腸 内 細 菌 に ニ コ チ ソ 酸 ア ミ ド生 成能力 の あ る こ と
，

4 。ア ミ ノ ピ リ

ジ ン と な る と 抗菌力 が な くな る こ とな どか ら， こ れ ら誘導体が ピ リ ジ ソ 代謝 と何等 か の 関連 が あ る の で はな

い か と思 わ れ る。

問 ピ リ ジ ン が 腸 か ら 吸 収 さ九 る と い う事実 は ど うし て 証明 さ れ る か 。 （大島長造）

答 尿 中 に N 一メ チル ピ リ ジ ン と して 誹出され ， それ が 結 晶 と し て 取 出せ る こ と に ょつ て 証明で き る。

海産橈脚類 TigrioPus　juPOnic”s の 塩分抵抗 　　松谷 幸司 （大阪 市大 ・理 工 ・生）

　Tig ，　iop，‘s を用 い ， 飼育海水濃疫 の 増減 と抵抗力変化の 関係 ． 及 び 塩分 濃度 が 雌雄性決定 に 及 ぼす 影響 に

つ b て 次 の 結果 を 得 た 。

　（］）　 330％ 海水 ま で 徐 々 に 飼 育 海 水濃度 を増 し，3．　40％ 海水で テ ス ト して そ の 抵抗力 を死 亡 率 で 比較 す

ると ， 長期 に わた つ て 濃度を少 し つ つ 増加す る 場合 ， 抵抗力増大 の 傾 向が 著 し い 。

　  　〈｝） と同 じ方法で 5％ 毎水ま で 濃度を減 少 し ， 淡水 で テ ス トす る と，結果 は 不 規則 で （1） の 様な

著 し い 傾向 は 見 られ な い 。

　（3） 種 々 の 濃度 の 海 水 に 移 し て 後 ， そ の ま ま の 濃度 で 飼育 を つ づ け る と ， 飼 育期間 に 比 例 し て 抵抗力 が

増大 す る 。

　（4） 25°c：
，

loo％ 海水 で 飼育す る と 6 が 多 く出現す るが ，　 naupUus の 中 ， 末期 を稀薄海水 で 飼育す る

こ と に よ つ て ， ♀ が 増 加 す る 傾 向 を生 ず る 。

ダ ンゴ ム シ の X 線感 受性 　　高本 薫 （京都府立 医大 ・生 ）

　X 線 の 生 物学的作 用 の 機構 を分釿す る研究 の 一環 と し て ダ ン ゴ ム シ の X 線感受性 を調 べ た 。脱 皮 直前 幅

休は照豺後脱皮完 了 ま で に 線 量 に 比 例 した 著 し い 致死効果 を示 す が ， 後 半 の 脱皮 を完 了 した 悩体は殆 ん ど致

死効果 を 示 さ な い 。脱皮 時 の 個体 の 描 く死 亡 曲線は 始 め 急傾斜 に ， 次 い で 平 衡 とな り次第 に 緩 か な曲線 へ と

移る。非脱皮時 の 個体 は 抵抗性強 く暫 時 の 潜伏期 の 後死 亡 す る 觸体 が 多 くな る。か く して こ の 死亡曲線 は長

嗣 cso日） を 要 し て 上記 の 死亡曲線 に 近 erす る． こ の 鯑 沖 に 脱皮 活動 に 入 る個体数 は 線 量 の 増加 縦

つ て 減少す る が ， 脱皮 時 の 死亡率 が 脱皮 直前個体 の 照射 の 際 の そ れ に そ れ ぞれ 等 し い こ とは 注 臼 に 価す る。
こ の 4 うな 事実 か ら脱實 と 細胞分裂 と を対比 し て 考 え る と，

こ の動物 の X 線感受性 は分裂時 の 細胞 の そ れ

に 似 た 点 が あ る よ うに 思 わ れ る 。
LDso （50 日） は 約 15Kr で あ る 。

お た ま む“P くしの 草食， 肉食と X 線感受性　　仲尾 善雄 （京都府立医大 ・生）

　生 物体 の 生 理 的 な状態 と X 線感受牲 と の 関係 を明 らか に す る一つ の 試 み と して ， 肉食に て も草食 に て も

発育 し得 るお た ま じや く し を 用 い て 実験 を行 つ た。全 長 23mm の Rhaeophorus の 鉛 たま じ や く し を 二 群

に 分 ち ，

一
方 に は草食 （パ ン 野 菜）他方 に は 肉食 （い と み み ず乾燥小魚） を与 え約 二 週間後に X 線照射し

た ． 羆射条件 kt　 81・KUP ，　 4　mA フ ィ ル ター
な し 300 ・！分 で io 分 3000， 及 V

’
　 20 分 6  06 。 照射 した 。

照射後 同 じ食齶 を 夫 々与丸 て 飼育 し 生 残曲線 をつ くっ た 。
3000r の 場合 草食 の もの は 一週間 で 全 部 死亡 し生

残率 の 儀下 は極 め て 急激 で あ つ た。之 に 比 し 肉食 60DO　r の もの は死 亡は徐 々 で あ つ た 草食 3  oe　r の もの と

（65 ）
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