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刺激物質分子 と受 容器膜 の receptor 　 site と の
一

対
一の 結 合 に よ っ て 刺激 が 成 立 す る とは 考 え に くい

。

グ 1丿シ ン や ア ラ ＝ ン の 刺激 に よ っ て 得られ た反応濃

度曲線 は 曲型的 な S 型 を示 し こ の 場合 も刺嫐 物質分

子 と site の 結合 は 一
対
一

で な く数分子 の グ リ シ ン

が一
つ の site と結合 し て い る 事 を示唆 し た 。 庶糖

と グ リ シ ン と の 混 合溶液 に 対 す る 反応 は 両者 b：　 site

に 対 して 相乗的 に 作用 す る 結果 を示 し た。 こ の 事 は

こ の 場合に 庶糖
一 グ リ シ ン ー site と い 5新 し い

結合が 出来 た こ と を 示唆し た 。 また，果糖及 び ブ ド

ー
糖 とグ リ シ ン も同じ site に 働 らい て ， こ の 場 合

は 一種 の 争奪的抑制が み られ た o

以 上 に な る と糖 な し で 再現性 の あ る興 奮が生じ，こ

の pH 反応曲線 は非常 に 急峻な S 字状 曲線 と な る 。

塩基性 の 効果 は 上 述 の 抑制 ・興奮 の 両曲線 と も塩 の

存在下で 酸性側 に 移行 す る （酸性側 で は こ の よ 5 な

移動 は み られ な い ）。単糖 類 の ブ ド ウ 糖 で は pHIO
か ら抑制が始ま り pHH に な る と完全 に 抑制さ れ る

が ，果穂 で は む し ろ蔗糖 に 近 い 抑制曲線 が え られ る 。

糖 受容器 膜 の 興 奮 は 無機陽 イオ ン に 対す る 膜 の 透過

性 の 増大 と考え ら れ る の で ，こ れ ら塩基性側 で 見 ら

れ る 興奮 と抑制 の 現 象は ，糖 受容器興 奮 の 機作 を理

解 す る た め に 非 常 に 重要 な 意味を持 っ て い る と考 え

られ る 。

ハ エ 糖受 容器 と単糖類

森 田 弘道 ・白 石 昭 雄 （九 大 ・理 ・生）

　
ハエ 糖受容器 の 蔗 糖 に 対す る 反応 で は ，糖 の 1分

子が受容器膜上 の receptor 　site の
一

つ に 結 合す る

と し て 説明出来 る 。
こ れ に 反 し．果 糖 ・ブ ド ウ糖 の

よ うな単糖類 で は ， こ の よ 5 な説明は 不可能 で ，何

ら か の 改 変を上 述 の 仮 定 に 加 え なけ れ ば な らぬ 。 そ

の 5ち最 も簡単 な仮定 と し て ，単穂類で は
一

つ の

recept 。 r　 s ・te に 2 分 子 の 糖 が 結合する とす れ ば，

少な く と も単糖類 の 濃度効果 は説明出来 る 。

一
方，

非常 に 構造 の 異 な る果 羅 と ブ ド ウ糖 と が 果 L て 別 々

の receptor 　site を持 っ て い る か ど 5か は ，昔 か ら

非常 に 興味 を持たれた問題 で ．マ ン ノ ース と の 相 互

作用 を用 い た行動実験 か ら，そ れ ぞれ に 特 異 的 な

Teccpto 「 slte 　が あ る と推論 され て い た 。 単
一

糖 受

容 器 の 反 応 の 大 き さ を 指標 に と り，ブ ド ウ糖 ・果糖

藤繕 に 対す る抑制効果 を調べ た と こ ろ，ブ ド ウ糖 ・

蔗 糖 に 対す る　receptor 　 site の 特 異性 は あ る こ と

は あ る が 絶対的 で は な い こ とが わ か っ た 。

脊椎動物味 覚器 の シナプス の 微 細構造

宇賀茂三 ・桑原万寿太郎 （九大 ・理 ・生）

　脊椎 動物 の 味覚器 の シ ナ プ ス に つ い て電子顕微鏡

的 に 検討 を試 み た 。 味組腔 と支持組胞 とか らな る味

覚器 は 基底膜近 くで 神経線維 と シ ナ プ ス を 作 っ て い

る 。 ネ ズ ミで は synaptic 　 vesicle と 同 じ大き さ の

vesicle が 観 察さ れ る が， こ れ は 従来多 くの 人 に よ

っ て 述 べ られ て い る様 に 神経線維側 に の み 存在す る。

一方 ， カ エ ル とコ イの 場合 に は 同様 の vesicle が 味

細胞 側 と 神経線 維 側 の 両 方 に 観 察 さ れ る 。 特 に カ エ

ル の 味細胞側 の vesicle は 顆粒状 で あ っ て，　 adre −

nergic 　ending で 発 見 され て い る　veslcle と 酷似

し て い る。組織化 学的 に ア セ チ ル コ リ ン エ ス テ ラー

ゼ （AchE ） 活性 を調べ て み る と， 一番強 く反応 を

示す の は コ イ の 味覚器 で あ っ て，カ エ ル とネ ズ ミで

は AchE 活性 は 非常 に 弱 か っ た 。

頭 足 類 網膜の 感光性色素

原富之 ・原黎子 （奈良医大 ・
生）

ハ エ 糖 受容器 と pH

白 石昭雄 ・森 田 弘道 （九大 ・理 ・生 ）

　
ハエ 糖容器 の 蔗糖 に 対す る 反応 は 酸性側 で は pH3

以 下 ，塩 基 性 側 で は 11以上 で 顕著な抑 制を 受け る 。

こ の と きの 抑制曲線 か ら， 反応に 密接 に 関係す る 解

離基 と し て ，　 pK 値 2．5 附近 の もの 2 つ 以 上 ，12

附近 の もの i つ 以 上 あ る こ とが 推論 され る opH 　12

　 ス ノレメ イ カ の 網膜 に は 2 種類の 感光性色素があ る

こ と を昨年指摘 し た e
一

つ は い わ ゆ る
「
ロ ド プ シ ン

（A 色 素）で 感桿 に あ り，一つ は 黒 色 色素層 の す ぐ

後ろ に あ る （B 色素）。 　1） ス ル メ イ カ の ほ か ，2）

コ ウ イ カ
，　3） シ リ ヤ ケ イ カ な ど の 網膜 を検討 し た

結果 ，
こ の 事実は 頭足類に

一
般 的 で あ る ら し い 。 吸

収 極 大は ，色素 A で は 　1） 48Qm
μ，2） 486m μ，3）

5e21npt に あ り，色素 B の 酸性溶液 で は　1）488窺 μ
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2）490mp
，
3）493mp 辺 に ，ア ル カ

「
リ性 溶液 で は 1）

494解 μ，
2）506mpt　3）506澀 μ 辺 に あ る 。高 pH 下 で の

B 色素の 差吸収 極大 は 1）495ntμ，2）5C8mpt，3）521

  μ に 現 れ ，い ずれ もA 色素 よ り 15− 20m μ　M ど長

波長に あ る。B 色素は A 色素よ り倍近 く高感度で 退

色が速 く，退色過程 に は 少 くと も 2段階 が区別 さ れ

る 。 A 色素溶液 に お い て よ く解析 され て きた光分解

時 の 電導度変化は B色 素溶液 で は ほ とん ど見 られな

V’
。 B 色素 は 視細胞 の 核 と 感桿 との 問 の 節内 に 見 ら

れ る ラ メ ラ構造 と関係が深 い と想像 され る 。

イ ソ アワ モ チ背眼の微細構造

、梁瀬健
・
藤 本 克 已 （大阪学芸木

・
生）

　背面 の 担眼突起 に 1− 6 ケ 存在す る 背眼 は い わ ゆ

る
瑩

駄 と は異る光受容器で あ るが ， そ の 網膜部 の

構造は 脊椎動物 の そ れ に 酷似 し， レ ン ズ に 密着す る

視神経層， そ の 後方 に 続 く視細胞層及び色素層 か ら

な る 。 視細胞 は 外節，内節相 当 の 部分に わ か れ ，内

節部 に は 核，副核及 び 多数 の ミ ト コ ン ド リア が 存 在

す る。外節部 の lamella 構造 は 数 ケ の 球状 ま た は

楕 円状 の ラ メ ラ球 核 に わ か れ，各 ラ メ ラ 球 核 の 中央

に は 顆粒が 存在す る 。 外節部 と内節部の 連絡部 は

connecting 　piece で あ り，そ の 内部 を 9 本 の dou −

ble　fibril をもっ せ ん 毛 様構造 が 走 っ て い る。同 じ

イ ソ ア ワ モ チの 柄眼，高等な頭足類の 眼な ど に 見ら

れ る 網 膜 の 光受容部 は ， い わ ゆ る rhabdom 型で

tubule 状構造 の つ み 重 な りで あ る の に 対し ， 背 眼

は こ の 範 ち ゆ うをは ず れ て い る こ と が注 目さ れ る 。

こ の 背眼 よ り1ヒ較的 latency の 長 い slow 　potential

が得 ら れ た の で ，機能的に も光 を感ず る こ とが確 か

め られ た 。

Pulmonata 眼 の 光 刺激に 対する反応

藤本 克巳 ・梁瀬健 ・奥埜良信

　　 （大阪学芸大 ・生）

方背眼 は 1　Om 　sec の order の 1atency を も ち，光照

射中 ほ ぼ
一

定 の 大 きさを保 つ slow 　potential に 続

h て 明瞭 な orf 効果 （latency約 2（X）msec ） を 現

わ す 。 柄眼 で は 強 い 光 を約 20秒照射す る と そ の 後約

1分半位の 問 は 光束嫐 に 対 す る反応が現 わ れ な い の

に 対 し，背眼 の off 効 果 は 明 順 応 が 進 む 程著 明 に な

る 。
こ の 動物は陰影反 応を示すが，柄脹 を切 除し た

動物に お い て も明瞭な陰 影反応 が み られ ，こ れ と背

眼 の off 効果 と関連が考え られ る 。

』
現在 の と こ ろ

extradellular の 誘導に よ る ERG しか 見 て い な い

が，冷却 alcohol ， ク ロ レ ト ン 等 を作用 さ せ た 結果

か ら，こ れ等 の ERG も相 当複雑 な もの で ，い く

つ か の component か らな る もの と 思 われ る 。

ザ リガ ニ 複 眼の 光刺激 に対 する食道 上神

経節の 反 応

佐藤俊 英 ・片桐康雄 （北大 ・理 ・動）

　ザ リガ ニ 複眼 を光刺激 し ，食道 上 神 経節 よ り発生

す る，視覚性 イ ン パ ル ス を食道抱接 神経 〔Circum −

oesophageal 　 connective ）の 単
一繊維 あ る い は 細 い

繊 繕 束 よ り記録 し ，そ の 応答様式 を分 析 し た 。 光刺

激 に 応答す る 繊維 は暗順応時 に 頻度 O− 16c ！sec の

自発性 イ ン パ ル ス 放電 を示 し た 。 ほ と ん ど 自発性放

電を発生 し ない 繊維 の 光刺激 に 対す る 応答 は 次 の よ

うに 分類 さ れ る 。

a ）光 刺 激 の ℃ n
’

お よ び
‘
off

’
に 興奮性 応 答 ．　 b）

Con ，
に の み 興奮性応答，　 c ）

‘
ofP に の み 興奮性 応

答 。中位 お よび 側 巨大繊 維 の うち 側 巨 大繊 維 の み 光

刺 激 に 対 し a ） の 応答 を 示 し た。他方 ，
IC／sec 以 上

の 自発性 放電を 示す繊維 の 応答は 次の よ 5に 分類さ

れ る。a ）
‘
on

’
お よ び

‘
off

’
に 興奮性応答，　 b） ℃ n

’

に の み 興奮性応答，c ）
‘
on

，

に抑制性応答，
‘
off

’
に

興奮性 応答，d）
‘
on

’
に の み 抑制性応答 。 上 述 の 糧

々 の 応答様式は 視神経節お よ び食道上神経節 の 二 個

所か らの 綜 合作用 の 結果生 じた もの と 結論 さ れ る 。

　Pulmonata に 属す る イ ソ ア ワ モ チ は 受光部 の 微

細構造 の 異 な る 2 種 の 眼，即 ち柄眼 と背 眼 と を もっ

て お り，ERG に もか な りの 差異 が み られ る。柄眼 は

］atency が長 く （100nz　 see の order ）速 か に ma 。

xirnum に 達 し て 漸減し off 効果 は 明らか で な い
。

一
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