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単
一有髓 神経線維の 繰返 し刺戟中に起 る興奮性の 変化 と膜電位

　　　　　　　　　立 出　栄光 （九大 ・瑾 ・生）

　Bqfo の 坐骨神経 か ら分離 し た 単一一
神経線維 を用 い 特定 の node に繰返 し刺戟 を与え て そ の 翼 奮 性 の 変

化 を調 べ る と同 時 に 森田 が 量955 年 の 大 会 で 報告 した 方法 を 用 い て そ の nodc の 膜電位の 変化 を調べ た 。

　刺戟 と し て 毎秒 60 回の 繰返 し劇籤 を用 い た 場合剌戟開始後興奮性 は 急激に低下 し 1〜2 分後に 平衡状態

に な り剌戟 を や め る と 回復す る。平 衡状態 に 於 け る興奮性は単
一

刺戟 に 対す る興奮性 の 80〜60％ で 棋料 に

よ り異 な る。　一一・方膜電位 は剌戟開始後直ち に 1〜3　mV 低下 しそ の 後 は 変化 せ ず剌戟 をや め る と回痩す る 。

併 し そ の 時 聞経 過 は 必ず し 竜興奮性変化 の そ れ と は同 じで な い 。 こ の 事か ら興奮性 の 変化 と膜電 位 との 聞に

直接関係 が あ る と は 云 え な い よ うに み え る 。

ザ リガ ニ 腹部神経節の 伝達幾 構　　渡辺　由 雄 （北 大 ・理 ・動）

　 ア メ リ カ ザ 9 ガ ニ CaTnba ’
nts 　clarkTii の 腹部神経 節 に お け る 興奮伝 達 に つ い て ， 次 の 実 験 を試 み た 。先ず

腹部 神経系を摘 出 し ， 顕微観察 に よ る 形態 学的事実 と， 電 気刺戟 に よ つ て 禅径系 の 各部 に 発 生 し fcie動電 位

の オ ッ シ ロ ス ゴ ープ 記録 と か ら，腹部神経 節の 興奮辰播経路図 を作 つ た 。更 に 主要 な伝達経路 に 薺 目 して ，

神経織維 の 活動電 位群が 伸経節 を通過す る際 に 受ける変化 を観察 し た 結果神経節 の 興奮低達禄式 を ほ ぼ 三 っ

の 型 に 分 る こ とが 出 来 た 。即 ち 活動電位群 の 経過 が 全 く変1匕され ない 場合 ， 順 応 の み が 見 られ る場合 ， 始 め

疎通 が あっ て 後「IW，i｛の あ る 場合 が あ り， 後 の 二 っ は 自発性活動 電 位 の 出現経路 で 観察 され た。亦，し ば し ば

上 の 三 つ の 型相互間に 伝達様式 の 転換 が 見 られ た が そ の 原因条件は 未 だ 不 明 で あ る。

問 1 ： 1 に伝達 さ れる場合は 多くみ られ るか 。（松非喜三 ）

答 　特定 の 伝達経路 に か な り多 く見 うけ ら れ る が 週期酌 に 変動す る傾 向 が あ る 。

シ ャ コ の 心 臓 調節神経の 衝 撃ICっ い て 　　渋 谷 　達 明 （東 京 教 育 大 ・理 。動）

　 シ ヤ コ の 心 臓調節 神経 に は α ・β・
ア と 名付 け られ た 3 対 の 神 経 が あ b ， 各 f（ か ら は lfl 秒 級 1L5秒 の

頻度 で 遠 心 性 の 衝撃が 長 時間誘導で き る 。 βか らの 電位 が最大 （約 70 μV ）で α が 最も低 い
。

一
方 心 臓神

経 索 か ら は S〜6 本 の 束 状 の 画撃 が 得 られ ， 頻度は こ れ 懸 勺 111秒 で あ る。こ れ は 調節神経 の 神経 の 切 断 に

よ つ て 消失す る 。 〔但 し 心 臓俊 端 迄 は 伝導 し て い な い ら し
：P

、，） こ 才し と同時 に 心 臓神経節細胞 か ら ス ロ
ー

電位

を と も な つ た 規則的 な 束 状 放 電 が み られ る が こ れ も神経索の 切 断 に よ つ て 漸次電位 が va
’
F’−S る 。 心臓搏動 セこ

つ い て は 檸経索を 切 断 す る と そ の 後部 心 臓 は 必ず停 止 し前 部 の み が 頻 度 を増加 し て 搏動す る 。 停止 部 分は 機

賊的 な刺繖 な ど で 再び 撼動を始め ， 特 に 中央部 と 後端部 が 個 々 に搏動す る場合 が 多 レ  そ の 瀕度 は 切 断前ま

で は 50〜60 同吩 で あ つ た もa）・hl ， 切断後 で は 20 回1分 に 減少する・こ tLは Al ・ x ・ ndr ・ w 三・・ （ts3 ）らの

摘出心 臓 の 頻度 と似て い る。従 つ て 前記衝撃 は正常で は縛動 を誘起し 且 支配 して い る もの と思わ れ る 。

塙 影 響よ りみ たイセ エ ビ の 心臓神経節の 自発 活動 の 協調

　　　　　　　松 井 　喜 三 （東京 教育大 ・動）

　自発活動 し て い る 摘 出心 臓 神 経 節 幹 の 一部 （神経節 細 胞 を 含 む ） に 灌 流液を 構成 す る 各塩 の 過 量 を含む 塩

溶液を作用 させ る と ， 幹の 自発活動は
一・

部 に 作用 し た 塩の 影響 が そ の ま ま 他部 に 伝 わ る よ うな ふ うに 変化す

る。即 ち 塩溶液 が ス パ イ ク 東 の 週 期 を速 め る もの だ と幹全 体 の 協調 し た ス パ イ ク 束 の 週期が 速 く な る し， ま

た 連 続 し た ス パ イ ク系列 を 生 じ させ る もの だ と幹 全 体は 連続 し た ス パ イ ク系列 が 生 ず る こ とが あ る 。等調壌

溶液で
一

部 の 活動 を揶止す る と き， 他部 の 自発活動 に その 塩特有 とみ られ る変化が 少時現わ tLて くる e

一
繝 包の 自発活動は そ の 各衝撃 の 加重的 な効果 trcよ つ て ， 記巌 Lか ら は ， 他繝 包の 自発 活 動 の ス 卩

一ポ テ

ン シ ア ル を 変化させ ， そ の 自発活動 の 週 期 や期 間を変化 させ る こ と を知 っ た 。

（90 ）
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