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レ ペ ル に 達 し な い 。 従 つ て 精子 が 入 る こ とに よ つ て の み 活性化 され る 呼吸 に 関係す る代謝 系 が あ る に違 い な

い こ と に 思 い 及 び 脂肪酸 の 代謝 を手 が け た 。 そ の 結果 ， 脂 訪 酸 と して カ プ リル 酸 を葺［1に 加 え る と正常海水 中

の 卵 は 何 れ も何 等 の 変化 も起 さ な い が ，50　％ の 低 脹 海水 中 の 卵 に 脂 肪 酸 を加 え る と 受精卵 に 限 つ て そ の 呼

吸 が 高 め られ る こ と が わ か つ た 。 ま た 脂肋 酸 は 未受精卵 か ら得 た ミ ト コ ソ ド リア に は 何等 の 作用 も及ぼ さ な

い が 受 精 卵 か ら得 た そ れ の 呼 吸 を約 2 倍高 め る。徳 つ て 受 精 現象 は 卵 の 内部 に ま で 影響 を与 え，そ の 一つ と

し て ミ ト コ ン F リア の 且旨肪 酸代謝系 の ど こ か を活性 化す る も頭 と推定す る こ とが 可 能 で あ る。

ウ ニ 卵 SH 基に 対す るサ ル チ ル 酸 ソ ーダ の 影響

北爪　 由 二 （神戸 大 ・理 ・生 ）

　 サ IL チ ル 酸 ソ ーダ が ，
　 DNP と 同様 に 酸 化的 糞酸化 の 不 共 軛剤 と し て 作用す る事 を確認 し て 来 た が ， そ の

作用機購分析 の 一端 と し て ， こ れ が 蛋 白 変性 剤 ひ ．．・つ で 亀あ る と 言 わ れ て 居 る事 よ ζ1 ，蛋白 S−S 結 含 を切

る か 否 か を検 べ て み た 。
ナ フ タ ニ ル ヂ ア ソ

1
プ ル ー

反 応 に て
，

圭トル チ ル 酸 ソ ーダ 作用中 の ウニ受粘卵全蛋 白

SH 基 は，正常那 の そ れ よ りも多 く，且 分裂 は 停止 し ， そ の 作 用を，海水 に て 洗滌 寡 去
．
する 事 に よ り，分 裂

再開 と共 に ， 還 元 さ れ た SH 基 は 減 少 す る事 を確 め た 。次 に ど の 様 な 蛋白分劃 が ，
こ の 様 な変性 を受 け や

す い か を知 る た め に 125 ％ TGA 抽 出鐓量 蛋 山分劃 に つ き，
ヨ
ード メ ト リー

に て ，そ の SH 基 を検討 し た 。

そ の 結果 ，こ の 分 劃 もサ ル チ ル 酸 ソ ーダ に よ hSH 基 の 増 加 づ
一
る事 を確 め，更 に DNP で 爵，同様 の 変化 の

起 る事 を 見 出 し た が ， 飽翻 硫 安抽 出分劃即 ち グル タ チ オ ン に 対 し て は ，何 れ も影響 を及 ぼ さ な い 事 を確 め た 。

こ の 様 な 蛋 白変性 と燐 酸化 不 共軌 の 現象 が ，如何 に 関連 ÷ る か は 埓来 の 課 題 と し て ，変 性 を起 す 直接 原 因 に

つ き二 三 考察 し た。

卵細胞 の Ca 代 謝　中 埜 栄 三 （名大 ・理 ・生 ）

　 メ ダ カ お よ び ウ ニ の 卵 に つ い て ，卵 形 成 の 初 期 か ら肯 格 形 成 期
．
まで の Ca の うご き を ， 主 に

4
℃ a を ｛吏つ

て 追跡 し た 。 メ ダ カ の 卵 の 形 成 に 伴 つ て と り こ ま れ る Ca は ， は L
’
め は 殆 ん・ど遊難型 で あ るが ， 成熟未受精

卯 で は 約 50　％ が た ん・ぱ く質 そ の 他 と 結合 し て い る。 顆粒 型 の Ca は那形威 過 程 に お い て ほ と／、、ど 変化 し

な　
io

。 受精 の 前後 に Ga の 総量 は 変化 し ない が ，

一
時的 に Ca の 遊離が わ きる 。 癸生 が 進む に 従 つ て 遊離

の Ca が減少 し て 結含型 に な り， 同時 に 顯粒型 の Ga が増 して 骨 絡 の 形成が始 ま る。 こ の 時期 と一致 し て

外 部 か ら の Ga の と り こ み は著し くな る。

　 ウ ニ の 卵 に つ い て も大体 同様 の 結果 が えられ た 。 未受精卵 お よ び受精後鬧 の な V’・rJFへ の Ga の と りこ み は

ほ とん どな い が ，嚢 胚 期 以 後 骨 格 の 形 成 に 伴 つ て 穴 量 の Ga が と り こ ま れ る。 こ の Ca の 大 部 分 は 骨 格 片

を含 ん だ 顆粒型 で 上 清 に 含 ま れ る Ga は 全量 の 増 加 と関係 な くほ ぼ 一
定 に 保た れ る 。

ウ ニ 精子 の Dithiocarbamate に よっ て たか め られた 呼吸 の機 構

村 松　 繁 （京大 ・理 ・動）

銅 ， 亜 鉛 そ の 他 の 金 属 と親 和 性 の 強 い 金 属 キ レ ー ト剤 dl 皿 cth ＞
，ldithiocarbamate （DMDTG ） は 10−2　M

で 精子 の 呼 吸 を高め る効果 が あ る 。 こ の 高 め られ た 呼 吸 の 機構 に つ い て 考察 し ， 次 の 諸結果 を得 た 。 1）
DMDTG の 効 果 は濃 い 精液 （109 精 子 1ml） で 著 し h が ， 粘液 が 薄 く な る に 従 つ て 、効 果 が 少 な くな る。

2） R ．Q ．は DMDTG 効 果 に ょ る 呼 吸 も対 照 の そ れ に 於 け る の と殆 ん ど 差 が な い
。

3） 10”3・M 以 下 の 青酸

及 び 10−3 以 上 の Na 暁 は対照の 呼 吸 を 阻害 し ， 且 つ DMDTG 効 果 を抑制 す る 。
4）暗黒 中 で一一

酸化炭素

は DMDTG 効 果 を完 全 に 抑 制 し，光 の 騾 射 に よ リ効 果 が 回 復 す る 。
5） 10−3− 10’b　 M 　DNP は 呼 吸 を 高 め

（21 ）
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るが ，
こ れ と DMDTG 　 tt 共 に 作用 さ tttる と，そ れ ぞ れ の 単独 の 効果 の ほ ぼ 相 加的に 呼 吸 が高 ま り，

DMDTG

の 効果 は DNP と異 つ た 作用機 1乍で あ ろ う と思 わ れ る 。 以 上 の 事 か ら　DMDTG に よ つ て 高 め られ た 呼 吸

の 機 溝 は，対帽 の そ れ と本 質的 に 差 が な く， 呼 P吸系路 i［於 て ， 鉄 以外 の 重金属 を含 ん だ中間物 質系 の 存在が

示 唆 さ れ る 。

棘皮動物 胚 の arginine 　 phosphokinase と crea 它i皿 e　phosphokinase

　　　　　　　　　　 II． そ の 酵 素 化 学 的 性 質

机沢　 冨堆 （静岡大 ・文理 ）

　棘 皮動物の 舅 は arginine 　 phosphokinasc 〔APK 〕 を ， 轄子 は 〔：reatinc 　phosphokinasc （GPK ） を含 ／、で 居

る。 こ の 奪素 の 尊素化学 的性質 を， ツ レ ア チ ン悩 は ア ル ギ ニ ン と ATP か ら燐 原質 を形．成す る 反応 に 就て 調

べ た ゆ
ユ） APK は 50’G

，
5 分で

，
　 CPK は 60°G

，
10 分 で 失活 ナ る。2） ベ ロ ナ ール 緩雷液 中の 至 適 pH

は APK も GPK 言・共 に 8・5
。

3） EDTA を 加 え る と酵 素 の 活性が 夫 わ れ る が Mg ＋ ＋ ，　Mn ＋ ←，或 は Ga 梓

を添加す る と迂性 は 元 に 戻 る。4）♪ −chl ・r 。 mercur ；benz・ ate ，・
−i・d 。sりb ・nz 。 at ・ 或 は モ ノ VX 度 醋酸 を添加

．S一

る と酵 素 活性は 完 气こに 矢 わ れ 腸 ；
， シ ス テ イ ン で 処 理 す る と

’
［N復す る 。

5） ク レ ア チ ＝ン は CPK の 基質 に

ならない 。

　以上 の 結杲 は，筋 肉 の APK 及 GPK に 就 て ， 他 の 研究 者達 の 得 た 結果 と 良 く一致 し て va る の で
， 卵及

精子 の 酵素 は，筋 肉 の 酵 素 と極 め て 類似し ノこ酵素化学的性質 を有 ナ る えの と結論 さ れ る。

ア ル テ ミア 卵の 修飾因子 に よる放射 線感 受性 の 差異

岩 崎 　民 子 （京大 ・理 ・動）

　放躬線 の 主牧窪 月：機溝 を解 く
一．一つ つ 手 i卦 り と し て 放 射線 坐 物学的 効 果 を修簸ナ る 丙 1二の 研 究 うミ大 き な 意味

を持 つ
。

こ こ で は 温 度 と 湿度 の 二 つ O 修驚因 it’　ttと にうげ ，
ア ル テ ミア 乾 燥 ttlを用 い て Go6．1｝

・
線 を照射 し た

際 そ の 孵化率 で示 さ れ る感受性 に つ い て 蒹 べ た。乾燥琉 を予 め 種 々 の 農度 の 硫 酸 と平 衡 ナ る湿度 の 空 気 中 に

保 ち含 水量 を 5・s か ら 54 ・o ％ ζ 色 ヤ ・：変 え ∵ 線 を照 射 し た．瑚 の 感 受性 は 含水量 の 増加 に 伴 い 徐 々 に 増

加 し た。こ の 感受性 乃 増 加 が 含水量 に よ る たゐ か ， 涯 度 を与 え た た め 茆 D 発 坐 堂理 状態 の 変 化 に よ る の か ぐ丿

し れ ない 。そ こ で
一

曳湿 曳 を 与 え た もつ を再 び元 の 状態 こ迄 三耄燥 さ せ て 後照射 し た。 こ の 際 に は 湿 度 処 理 を

行 う前 の 感麦惇 に 等 し く な つ た 。 次 に 照 射前 加 「；に 澤 室 処琿 を行 う場 含，O°G 阪 び 25 °G で 与 え て ミ
，感 受

性に は 薑異 が 認 め られ i か つ た 詞 低温即 ち ドラ イ ア ス 中 で 照 身｝を 行つ た 場 含 に は 至温脂射 の 場 含 の 感 受 性

よ り遥 か に 低 い 結：襲 を得 た 。

無 尾 両生 類幼生 に 対する X 線分 罰 照縁の 効果

田 中　 紀元 （京都肩 立 医大 ・生 〉

　喃 乳 類 を 馴 い X 線 分 割 照 射 を行 つ た 研 究 は 数 多 くあ る。そ れ ら に よ れ ば 分割 の 圄数及び そ の 時間聞 覇 に よ

p 放 射線障 害 の 回復 に も若 下の 差異 が あ る事 が わ か つ て い るロそ こ で 弼 生 類幼 生 （ト ノ サ マ 蛙 ） を 用 い て X

線分割 照射 し た 。 本実験 で は致死率 を指標 と し た 。便 用材＊9ii　1一ノ サ
ー
・ 蛙 幼ξ、三の 休 長 約 25　mm

。
　X 線照射条

件 は 80KVP ．4mA ，フ ィ ル ターな し 焦 点一
物 体間距離 10cm で 300r！min で あ る 。 実駿方法は （A）1．2Kr 全

身
一

時 照射，（B）0．6　Kr 　2 図 分割 で 時間間隔 24 時間．！q   ．4Kr 　 3 園 分割 で 時 間間 覇 24 時 間，‘D ＞0．6
1（r2 回分劃 で 時間間羅 12 時閼。（B）（G丿 （D ♪共 全線量 は 各 々 1．2Kr で あ る 。 そ の 結果 何 れ も rA）よ り

（22 ）
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