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問　酸 化 還 元 色 素 の 染色性 が 明暗 で 差 が あ るの は どん な理 由 tcよ る と考 え る か 。 （川 口 四 郎）

答 　dark　phase で は 水 が た え ず 出て い て 色素 吸 着 が 起 らず ，　 light　phasc で は water 　intake の 状態 で 色素

　 吸 着 が 起 る と考 え る。

アメ リカ ザ リガ ニ の 色 素胞刺激 ホ ル モ ンの 桔抗作 用

　　　　 野 本 　義雄　 （東京教育大 ・理 ・動

　作用相反す る 色素 胞 刺激 ホ ル モ ン 間 に 存在す る拮抗性 の 程 度 を 調 べ る た め，Pr’ocarni ？arus 　 clarkii の 眼 柄

の ・1・。h。1　ins。lubl・ f・ a ・ ti・ ・ 対 ・。lubl・ f・acti ・ n の 量的 比 を種 々 に 変 え て 二 者 を 混 ぜ 合せ ， そ れ ら を無眼

柄 個体 と白色背地 に 適 応 させ た 個体 と に 注射 し た．前者 の 量 が 後者 よ り も大で あ る場合は 暗色 々 素 に 対 し て

は 拡 散 ホ ル モ ン の 影 響 が 大 きく表 bat ， 拡 散 の 度合が 大 き く 1 凝 集 の 度合は 小 さ くな 弘 そ の 反対 の 場合 に

は擬 集 ホ ル モ y の 影響 が 大 き く表 わ iし ，凝 集 の 度合が 大 き く， 拡 散 の 度合 は 小 さ くな る。一方 自 色 々 素 に 対

し て は 常 に 凝 槧的効果 の み が 見 られ そ の 程 墅 は凝 篥 ホ ル モ ン の 量的 劃 合に 依存 し て い る。次 に insoluble

fraction を作用 さ せ て か ら 6 分後 に soluble 　fractlon を1乍用 さ せ た 場合は 暗色 々 素 に 対し て 前者 の 作用 は

後 者 に依 つ て 余 う影 響 さ れ なか つ た が ，そ の 反対 の 場合に は 拡 散 ホ ル モ ソ の 介 在 に 依 つ て ，そ の 影響が 強 く

表 われ た。以上 の 結果 は 色 素 胞 刺激 ホ ル モ ン 闇 に 拮抗性 の あ る こ と を示 し，又本実 験 に 用 い た程度 の 濃度 に

て は 暗 色 々 素 の 拡 散 ホ ル モ ン は凝集 ホ 儿 モ ン の 作胴 を打消す の に 充分 の 効 果が あ る こ と を 示 す もの で あ る。

　　 魚 にお ける複合刺激に よる 条件制止 （狭義 ）

金 山　行孝 ・柘 植　秀 臣
・
山岸　宏 　（法 政大 ・社会 ・生物）

　条件制 止 形 rk（C 関す る 比 較 生理 学的研究 は ，高次神窪活動 の 進 化水準 を 知 る 上 で 極 め て 有意義 で あ る

〔Voronin ，57）。我 々 は 金魚及 び エ ン ゼ ル フ ィ シ ュ を 用 い て ，条件制 止 形 成 の 可 能性 に っ い て 実 験 を 試 み た。

食 菊獲得法 （Prazdnikova ）に 依 り光刺激 に 対す る， 食 餌条件反射 を形成 し た徴，附加動因 （気泡）と光 の 複合

刺激 を 陰性刺激 と し て 適用 し た t／こ の 場合 の 光 は 陽性条 件刻激 と 同様 な もの で あ つ た。2 要素 を 同 時 に 条 件

制 止 動因 と し て 適 用 し た 場 合 （同 時 複 合）に は ，条 件 制 止 は 全部 の 実 験 魚 に お い て 形 成 さ れ た 。 次 に 気泡刺激

適 用 直後 に 陽性 条件束臘 〔光）を与 え た 場合（厘 鎖 複 合）に は ，同時複合 の 場 含 よ り多数 回 の 制止動因 の 適用 を

要 す る が ，条 件制 1とは 形成 さ れ た
。 更 に 条件制止 動因 た る 2 要素 の 適 用閻隔を 5 秒離 し た場合 （継時複合）

に は ，
1 匹 の エ ン ゼ ル フ ィ シ ュ を 除

’
n て形 成不 能 で あ つ た．また 1  秒 間偏継 時 複合 を条件制止動 因 と し て

適用 し た場合 に は ，完 全 に 条 件反射は 破壊 さ れ て し ま つ た ，以 上 の 結 果 よ b ，角 で は 条件 制 止 は 形 成 さ れ る

が ，制止 過 程 の 痕 鉢 が 弱 い た め ，継時 複合に よ る条件制 止 の 形成 は 極 め て 困難 で あ る と結論 され る。

イモ リの 呼吸 反 射 と感 覚刺激 渡 辺 宗孝 岡 山 大 ・理 ・生 ）

　 イ モ リの 呼 吸 に 際 し て お こ る 口 腔 底 の 運 動を カ イ モ グ ラ フ を 用 い て 描記 し て
， 次 の こ と を知 つ た．イ モ y．

の 呼 吸 運動 に は，喉 頭 呼 吸 運 動，肺呼 吸 運 動 の 2 種 あ 1）， 前 者は 振幅小 さ く週期 O．1〜0 ．2 秒 ， 後者 は 振

幅 大き く週 期約 1 秒 で ，前 者は 後 者の 間 に 30 秒 〜2 分 の 間隔 で 通常 2 回 つ づ い て あ ら わ れ る。イ モ リに

い ろ い ろな剰激 を与 え た と きの 喉頭呼 吸 運動 の 振幅及 び頻度 を し ら べ る と ， 光 刺激 に 萢 し て は ， 点鐙 時及 び

滅躄時 に 増大 し ， 且 光 の 与 え られ て い る間 中，こ の 運動が 活 酸 で あ る。啻 勅激 に 対 し て は ， 音 の 与 え られ て

い る間 の み 活醗 で あ る。上 襲 及 び 下 肢 に 電極 を あ て て 感 「己需 撃 を与 え る と反 応 抑制勅 果が あ らわ れ ， 電撃 の

強 くな る と共 に抑 制効 果 が 大 と な る 。 氷醋酸 を綿 に つ け て 嗅覚刺激 を与え る と反応 の 増大 が お こ る．こ れ ら

の こ とか ら ， 喉頭呼 吸 反射 に 関す る 刺激 に は ，反 応 促 進 型 と反 応 抑 制 型 の 別 が あ る と考 え ら れ る，
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問 1・（1）暇 図は ・ イ モ リの 背側 を上 方 乱 て とつ た か ．（2）光轍 鰐 F常 畩 か つ た と思 うが ，如何 ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （柘 植秀臣 ）

tS　1・ω 背 位 躙 定 し て あ る の で
， 挺 子 の 嬾 ゆ 呼蠣 で は 運動方向 と 図 に あらわ htc 方 向 とは＿

致 し て

　い る。（2）両撰類 の 視覚実 験 に お け る剌激 と し て は，そ れ 程強 い と は思 わ れ な い 。
問 2・ 水中 に 沈 ん だ動物で は 呼吸運動 は 完 全 に 抑制され て い る か ．   田 為正 ）

ts　2・ 喉頭呼 吸 運動及 び 肺呼 吸 運動 は み られ ない ． た だ ，一
鹿 ご く緩 い 喉頭呼吸運動 に 似 た もの 緻 秒

　聞み た こ とが あ る 。

　　　　イ ソ ギ ン チ ヤク 刺糸胞 の発 射機構 Ix ・朿巴糸胞 の 新 生過 程 と
“

刺細胞
”

の 運 命

　　　　　　　　　　　　柳 田 　為正 ・和 田ト
阻代　（お 茶 の 水女 子 大 ・理 ・動

腔 腸動物 の 触 手や槍糸 か ら す る 醐 醗 射機 作 の 論議 に さ ・aL て は， 従来
・

康q細 胞 t，nid 。bl。 、，冫
・

な る 細

胞 性要 素 の 介 在 が 仮 定 され て き た カ；・そ の 存在 は か な らず し 峡 証 され て い な い ．演 者 は IXadftmene 槍 糸
の 生 材料 や固定染色切片の 険鏡 で ，そ れ ら し き構造 を認 め え ず い た が，今 回 試 み た槍糸切 片 の 電 子 検鏡 の 結

果 は こ れ を 裏書 き し 刺胞 は 上 皮層内 の 液胞様空所 の 中 に 無徴 包 状 態 で 存在 す る 罵、の との 決論 に 導 い た c 槍

糸 か ら そ の 刺胞を大量 に 抜 諏 つ た 動 物や ・ 槍 糸 自 体 を 切除 し た 個体 を，2〜4 週 間後 に 再検す る と，そ の

槍糸 （後者 で 眄 生体胆 織 り 内敵 こ諌 靤 新 生 過 程 の 諸段階 と同定 され る特異 な 蹴 性形働 ・多数 に 認 め ら

れ た が ， そ の 過程 の 追跡 は
‘‘
刺 細 胞

：）

の 否定 に 強力 な 支 持 を 加 え た e 刺 胞 の 外 周を含 む 慨有 の 原 形 質層 は ，
少 な くも刺 胞形成 の 早 期 に 退 化消失す る もの ら し い 。従 来生理 学 的事 実 か ら

‘‘

刺 細 胞
’冫

に 期待 され て きた
“ geA奮 ”

機 搆 は ， 完威刺胞 を包蔵 す る上 皮細胞 自体 の 皮 部 細 胞 質 に 帰 せ ら れ るべ きもの と考 え られ る ，

綜　　合　　討　　論

問 1．刺 胞 体排 出 の 機作 は ど の よ らに 考 え る か
。 〔岩 田 清 二 〉

答 1． 刺 胞 体排出 の 現象 は 槍糸 の
‘‘
　surface 　prot。plasmic　sheet 　

”
の 構 造変化に 基 づ く槍 糸表層 の 局 部的 破

　ff　iC よ る もの と考 え て v・る ・ 喇 胞 vabl出の 原動力 と し て は ， 刺 胞 の 物理 的表面 力 を 想定 し て い る）、そ し、

　て ，同様 な現象 が 刺胞 の 正常 な発射応 答 に お い て 重要 な 渫 介 騰 乍を なす もの とみ て い る t （柳 田為正 】

問 2・ 明 と 暗 とで の ・H −i・ di・・t・ ・ に よ る 差 は 呼 吸 の 立 場 か ら は ど う考 えるべ きか
。 （星 猛夫：）

答 2・ 以前 の 研究 報告 rckyVn （ ，明 暗時 の o
・ 消費量叫 漣 の あ る こ と を 発 表 し て お い た． た し か に 基磅

　的 に は ， 酸化 還 元 の 状態 変 化 と い う こ と も あ る と 思 うが ， こ の 場合，大 き くは 水 が 連続的 に 入 つ て い る 時

儲 翫 塒 ）拙 て 幡 と き（明適 応 時）O ち が 畔 して 醺 鰭 の 条件 揚 が つ て ，右 の 結 果 に 鮖 拷 え

　 て い る。（永 野為武）

問 3・ 拡 散 ・ 凝集 の 刺 激 ホ ・ ・ モ ン の を輛 を拮抗 と し・・　5・ew念 を 入 れ ない で ，両 者 の 量疎 対 比 だ け で 言嬲 で

　 きな い か 。と くに 鞍抗作 用 とい うの は ど うい う理 由 か。（永 野 為武 1

答 3．拡 散 ， 礙 集 ホ ル モ ン の 相対 比 で 説明出来 る 場 合 もあ る h；，ど ち らか 一方 の ホ ル モ ン が 量的 に よ り大 で

　あ る場合 に は 地 の ホ ル モ ン の 作 用 は 表 わ れ な レ  　夊暗色顆 粒 拡 散 ホ ル モ ン を最 初 に 浄 用 させ て 6 分後 に

　凝 集 ホ ル モ ン を作用 させ た 場合は 後者 の ホ ル モ ン の 作用 は 殆 ん ど打消 され る こ と等 か ら 拮抗作 用 が あ る と

　考 え ら れ る と思 う。（野本義雄）

問 4・ （t） よ り弱 い 光刺激 の 場合は 如 何 。（2）大 騒除 去 実駭 は さ れ な か っ た か。（拓植秀 臣 ：

答 4． （1）本 実 験 と類似 の 小 さい 反応 が み られ る tt （2）ま だ や つ て い な い 。（渡辺宗孝 ）

問 5。 刺糸 の 輪廓 の ギ ザ ギ ザ は 電 子 顕 黴鏡 嫌 の 場合 に だ け 見 え る の か 。（石 田 周 三 、
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