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放出す る こ とが あ り，ま た 冂 器 を取 b去 り，そ こ か

ら IOc 〃， H ，O 程度の 正圧 をか け て も放山す る こ と

が 多 い
。

木下 治 雄　加圧，減圧 の さい に は 卵巣容積 の 増蹟は

みらtしる か 。

岩 田　実際 に 容積 の 変化が 見 られL る 。 生殖 時 期 以外
で PAS 陽性物質が 生殖巣内gc− idiし て い る 日糊 の

も の で は 劇嫐 を 与え て 軒 の 発生 b：” られ な い が，
あらか じめ 圧 をか け て 生殖 巣 を膨 脹 さ せ て お く と、
刺激 に よ り圧 の 増加が認 め られ る 。

分裂蛋 白の 追求 1・水溶性蛋白分 画につ い て

　　池 田 漸 里 子 ・
渡辺良雄

・
田 村慎 一

（都立 大 ・

　　理 ・
生物，予研 ・病 理 、東教大 ・理 ・

動物）

　 同調処理 を し た 7 帥 納 ♪
1
〃 tetltl　IO，t．i／fbrm．tls　W は

蛋 船 成酒 靴 的 燐 酸化系 ，
SH 某等の 阻害実験 よ

り分裂前 3D 分 に ，分裂 に対す る critical 　P °int が

あ る こ と に 注 目 し て 分裂 に 必須 な蛋 白の 追求 をは じ

め た・そ の 結 果・1コh ・ m ・g ・n ・t・ か ら抽 出 し た水

溶性蛋 助 DEAE セ ・レ・
一

ス ・b ラ t、で 分離 し て

得 られ た 工0 の peak に つ い て，分裂蛋 白 をみ つ け

る 試 み を掲 と・P ・ak 　7 は 1） c・1・i・ a ］　 pei・・ 附近
で 動 に 励 1し・且 分黜 ．害 斎1で そ 才・が 阻 t

．
tr　−S・k．る。

2） taStrtア ミ ノ 酸 を囎 に と Ol ・e」
・
P ，、 k の ＿

つ

で あ る・IIコ 糊 竕 裂 に 関係の あ る と．思枇 て b る

SH 基 に 関 し て，1）水溶性，　O．・6　M 　KCI 溶慣 白

価 の 軸 SH は 分裂 に と e，・t。　一
． て 獨 し 汾 裂 阻

害 （°・°3MN ・F）す る と抑制 さ才・る．2） 水溶帳
白 を さ らに 分画 し，し らべ る と，水溶熱全体の SH
変動 は 主 に P ・・ k7 鳳 っ て い る と験 ら楠 ． 以

上 の 結 果 か ら，分 裂 に 必 須 と 考 え られ る 蛋 R は

peak 　7　iC含 まれ 副 能性が あ る 拷 え ら禍 v

　　　分裂 蛋白の 追求　IL　KCI 可溶性

　　　　　　　蛋 白分画 に つ い て

　 渡 辺 艮雄 ・田 村慎 一・池 田満里子 （予研 ・病

　理 1 東教大 ・理 ・
動物 都立 大 ・

理 ・生物）

α 6MKCI 瀏生蛋 舵 分裂 との 1髄 性 を検討 し，
以
一
ドの 結論 を得た。1） こ の 蛋 白 は DEAE セ ル ロ

＿

劫 ラ ム で 3 乃至 4 の 分齔 分離 され る 。温 魏 理

後 か ら分 裂 迄の etution 　 pattern　を比較す る と，
pcak　2 と 3 は 湿 髄 理 彳獅 分近」！で ，顕 謙 変動
き示す・ し か し 0−OS　M 　 NaF 　

−c分裂 皖 全 に 阻 止

す る と・P ・・ k2 及び 3 の 変動 は 起らな い。従 っ て

こ れ は 分裂 と関係 が あ る と考 え ら れ る
。

2）温度処

躋 麺 種・’・・O 時期 に P・ akl の み 力倣 射性 ア ミ ノ 酸

の と り こ み 示 す ・ 故 に P ・・k2
，
3 は 温 度処理 後 reii

合成 され ず，構造変換 の み が passive に 起 る と推 察
さtL る・ 3k れ ら の 各 蛋 白頒 の SHIP ・ 。 t。i。．N
量は ，分裂迄に い ずれ も全体 とか な り類似 し た 変動
を示 す 。

毛）O・　6’Af　KG 且溶性蛋 白 は ATP 添加 に よ

耽 澱 を生 ず る性質鮪 し，そ の 際 S｝｛1P・・t・i・ 量
は ，減少す る 。 こ の こ とか ら生体内で も分 裂 と関係

す る 高分 子編成 に ATP が 関与す る とい う可能性 も
考 え られ る。

　　分裂蛋白の追求　III・Pulse 　Iabe艮ing

　　　　　　　　　に よる考察

　　渡 辺良雄 ・池 田 満 里 子 ・田村慎 一
（予研 ・病

　　理，都立 大 ・理 ・生 物，束 教 大 ・理 ・
動物）

　
丁跏 ・妙 一 妙 施 ・傭 w の 同謝 裂 に 到 る

種 ’・’の 時期 に 鵬 推 ア ミ ノ 酸 の P・ i・el ・b・li・ g を

行 い ，次 の 結果 を得た。　1） 分裂 蛋 白 の 合成期 は 同

調 化 の 温度処哩 後 47− 53 分 前後で あ ろ う と 瀞 IIさ
れ る・2） こ の 時期に 高 ま る蛋 白 創戎は 対数期 の 細

胞 が 示
．
殆 成能 （ψ ・〃！〃 t9

・P・… i・ ）の 約
1
〆i。　1（ 過 ぎ

な い
。

3）温度処 埋 中合成能が 最 も低 下す る 蛋 自 ，及

び 温度処埋 後50分肖i∫後 に 最 も 合成 能が 高 ま る蛋 白は ，

共 に DEAE −cel ］ulose ヵ ラ ム で 分離 し た水溶性 蛋 自

の
“

　Pcak
　7

”
に 含 まれ て い る と考 え られ る。総括

的 に 次の 如 く結
．
論 され る。1） 水溶 性蛋 白 の

‘ EPcak

7” に 分裂 蛋 白 と し て 磯 つ か の 特 性 を満足 す る 性
状が あ る e 　II）構造蛋 自 と考 え られ る O、6MKC 工

溶性蛋 白 の 分裂 と関連 し た構造変換 は ，酸 化的燐 酸

化系の 活性化 と それ に 伴 う水溶 性 蛋 白分画
“Peak

7 ”

の 増大 （働 き） に弦存 し て い る と思われ．る 。
III）

分 裂 出現過程 に 於け る水溶性 並 び に O．6MKCI 溶

性 蛋 自 SH 基 （SH ！P ・・t・in　 N ）の 変動 は．1記 の 推論

を支持す る 図果性 を有し て い る、

春 日徳彦　水 溶 性 蛋 自 分画 の pcak　7 と逆 の 動向 を

示す P ・ak 　1 の 蛋 白 の 合成 が 彳テわ れ な くな る こ とが，

●

哩

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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分裂 の
一つ の 要因 と は 考 え ら れ ない か 。

池 田 水溶性蛋 白 の pe ・kl は 溶出 ・靭
一

ン （280

m μ） は 大 きい が RNA を多量 K 含 み，蛋 白量は 少

い の で ，分裂 蛋 白 の 要因 とは 考 えられ な い
。

黒 田 行 昭 　1）同調化処理 後 か ら第 1 分裂まで の 過

程 をし らべ て い る が ，同 調化処理 の 影響は 考えな く

て い い か 。 　2） ク リテ ィ カ ル ・ポ イ ン ト と は ど うし

て 名づ け た か 。核分裂 と の 関係 は ど 5か 。

渡辺　分裂 蛋 白や酸化的燐酸化系 の 働 きK 関 し て は ，

対数期で も同様 に 起 る と考交一5る 証 拠があ る 。 同調

化 処 理 に よ っ て 対数期 の も の と 或 る 程 度変 る もの も

あ る が ，こ こ で は む し ろ同調化処 理 を有効 に 使 っ た

と考え る 。 ク リ テ ィ カ ル ・ポ イ ン トは ，種 々 の 分裂

阻害剤 で 色 々 な時に 短時問処理 して 分裂 の 遅 れ を見

た場合， 温度処理 後 45 分 まで 分裂 噂 寸ナる 感受性

が高 ま り， そ れ 以 後 ま っ た く感受性 が な くな る の で ，

こ の 限界点 をい っ て い る。

阿部 　徹　同調分裂 を異常 と よ ばれ た が，原 虫 界で

は 明 き らか に 自 然 に も お こ る か ら （ユ
ー一グ レ ナ な

ど） ，特 に 異常 （病 的 と い う意味で ） との み 言 い 切

れ な い と思、うo

団 勝 磨 湿度処 理 に よ っ て 同 調 さ れ た 細胞 力芸正常

て ない こ と は 当然 と思 う。 し か し現 在 正 常 な 方法で

同調で きな い の だ か ら，こ の 方法 を 正 面 か ら研究す

べ きで あ る と考
．
え る 。

米 田 満樹　い わ ゆ る ク リテ ィ カ ル ・ホ イ ン トに 於け

　る 著 しい 蛋 白の 変動が た し か に分裂 に 関係 し て い る 。

つ ま り
‘‘

分裂 蛋 白
”

の 変動 で あ る と断 言す る に は ，

例えば人 工 的 tc　Gt裂 を一定時 間 お くらせ ．蛋 白 の 変

動が そ れ だけ遅 れ る よ うな こ とが示 され る とよ い と

思 う。

渡辺 　時閻的 な関係 は
．
まだ し らべ て い な い が，

‘‘

分

裂蛋 自
”

と断定す る に は 困難な問題が あ る。peak 　7

　の 変動 は 分裂 と密接 に 関係 し て い る が ，そ れ は ま だ

多 くの 異質の 蛋 自 を 含ん で h る か ら，断定す る とな

　る と も っ と 蛋 日 を きれ い に 分離 し な くて は な らず，

今 後そ の 努力 をつ づ け よ う とし て い る o

　渡 辺 　0．6MKCI 可溶性蛋 白 を構造蛋 白 と考 え て

　よ い とい う癆証 は あ る か 。

　矢崎育子　ウ ニ 卵の KCI 可溶蛋 n の 抗体を作 り，

螢 光 色 素 をつ け て 卵 を 染め る と，卵 表 面 が染色 さ

　れた 。

石 田弄 老　分裂 蛋 白 と分裂装置 との 関 係に つ い て き

き た い 。

渡 辺　Tetrahymena で は 分裂 装置が判別 され て い

ない の で 何 と も言 え な い 。我 々 の 示 し た の は，あ く

ま で cytokinesis に つ い て で あ る。

団 分裂蛋 白 と 分裂 装置 と の 関係は 何 も分らなレ 

阿 部　原虫界 で は分 裂 装置が 非常 に 見 に くい 。

丸 山工 作　ATP に よ る 超 沈 澱 の ほ か に ．　 O．6Af

KGI 下 で の ATP 　lcよ る 粘性低下 を見 た か 。

渡 辺 　まだ 見て い な い D

田 中邦男　水溶 性 蛋 白分画 7 が具体的 に どの よ うな

機能 を もつ もの と考え る か 。

渡辺 　構造蛋 白 と考 え ら れ る KCI 可溶性蛋 白 の 分

裂 と関 連 し た 構造 の 変換に，酸化的燐酸化系の 働 き

を に な い なが ら作用す る 酵素様な もの で あ ろ う と憶

測 して い る 。

平林民雄　各分 1百1の ATPase 活性 は 測定 し たか 。

その ATPase 活性 と Mg ＋＋
，
　Ga ＋ ＋ の 関係 は ど う

か 。

渡 辺　水溶性蛋 白分画で は，分画 7 に ATPasc 活

性が高 い よ うで あ る。Mg ＋＋
，　Ca

＋ ＋

との 関係 は ま だ

し らぺ て い な い 。

木下 清 一郎　矢崎氏 の 言 わ れ た 水溶牲蛋 白 に 対 す る

螢光抗体 に よ る染色性 の 分布 は ，分裂時期 に よ っ て

変化す る か 。

矢 崎 　
’
ま だ し らべ て い な い 。

X 線照射に よる ミオ シ ン ATPase の 活

性化 （特にヒ ス チ ジ ン存在下 にお ける照

　 射に よる活性化 につ い て ） II 報

上 野昭 チ （東 大 ・理 ・動 物）

環 状 ア ミ ノ 酸存 在下 の 照射 に よ り活性 化 さ れ た

Myesin ．ATPase は Vmax カ： 2・5− 5 倍 に・増大す

る の K 対 し，Km は い つ れ の 場合も変イ匕が 見 ら れ

ない 。 又 ， 活性 化 さ れ た ミ オ シ ン で は 低 濃 度 の

PGM 　B に ょ る 活性化 が み られず，　 ATPase 作 用 に

阻 害 的 に 働 く　SH の 酸化が 照射に よ る 活性化 に 関

与 し て い る i唇が 示唆 さ れ た。PGM 　B で SH を ブ ロ

ッ ク し た Myosin で は活性 の 増大す る 範囲の 線量

で ヒ ス チ ジ ン が 結合 しな い 事 か ら， ヒ X チ ジ ン は

Myosin の SH 基 に 結合す る もの と思われ る 。 照
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