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日 は ， サ ナ ギ の 休眠 を誘起し，越冬 の た め の 条件 を

と との え さ せ る D

　 し か し，14時開明一14時間暗 と い う非 24時 間 サ イ

ク ル は，長 円 なの に もか か わ らずサ ナ ギ 休眠 を誘起

す る
。

い っ ぼ う 1 時間明
一10時 間 暗 で は ）

’P休 眠 サ ナ

ギ ば か りが 生 ず る 。 し た が っ て ，植物 の 場合 と 同様

に ，璽要 な の は 明 期の 艮 さ よ り，む し ろ暗 期の 長 さ

で あ る as よ く知 られ て い る とお り短 日
一

良 日 サ
．
イ ク

ル に お け る 暗 期の 光中断 は 短 日 効果 を阻 宮す る。た

だ そ の 際光中断 は 暗 期間の 特定な時期に 与 え られ ね

ば，ほ とん ど意味がない 。 こ の こ とか ら，Bunning

や Adkisson は ，そ れ ぞ れ 光周反応 の メ カ ニ ズ ム を

図 式化 し て提示 し て い るが ア ゲ ハ で え られ た 実験結

果 は ，こ れ ら の 図 式で は説明で き な い 。 さ ら に 光中

断 の 幼果 は，中断 の 時期 に よ っ て 変 わ る ば か りで な

く，中断 の 長さ に よ っ て も変 化す る 。 た と 刻 ぼ，暗

一篳 貧 端 九 hlじ 亠1．時即の喜ψ 抖ぎ ∫ 蕊 、鈩岬 珈 黒 甘 涛

ん ら 影響 を うけ な い が 2 − 3時間 の光中断 で は ，休

眠 サ ナ ギ の 生 成 が ま ・一）た く抑制 さ れ る 。
こ の よ 5 な

こ とか ら，t た べ つ の 図式 を提示 し て み た い 。 同時

に ，光周反応に 対す る 親 世代 の 影響，遺伝 の 問題な

ど 複雉な次元 の 現象に もふ れ た い とお も っ て い る 。

　 IV　 植物 の 花成誘導 と 内生 リズ ム の 関係

　　　　　　　　　 中島　秀明 （名大
・理 ・生 ）

　光 周処理 に よ る 花成誘導 の 実験 は 1 日 を前半相 と

後半相 とに 分 け る と光中断 に 態受性 をもつ 系
一

異論

・よあ る が 多分，Phytochrome 系
一

の 活性が 周 期的

に 後半相 に 現 わ れ る こ と を し め し，花成誘導 の 成 立

に こ の 周期的 な 変動が な ん らか の か た ち で 関 与 し て

い る こ と を示唆 し て い る
。 長日性ウ キ ク サ Lemna

gibba 　G3 を使用 し て， こ の 変動は 内性 リ ズ ム の 特

徴 を も っ て い る こ と と こ の リ ズ ム と 花成誘導の 関係

に つ い て報告す る 。

　 10時間 日 長 の 短 日条 件 下 で 培 養 され た ウ キ クサ，

L．gibba 　G3 を連続光 ざに お く と 48 時間 目を 越 え

る 光 処理 時問 の 長 さ に 此 例 し て 花芽 を形成 す る。 こ

の 最初の 48時間を Induction 　periecl と なづ け る ．

こ の 連続光処 理 の 直前 に 暗期を稀 入 す る と花芽の 形

成速度は 変化 しな い が，Induction 　 period が の び

る こ とに よ っ て 花成が阻警 さ れ る。 こ の 阻 害は 光中

断 に よ っ て と b の ぞ く こ とが で き る 。 し か も こ の 光

中断効果は 24時間周期で 変動す る 。 こ の リズ ム は 明

期 か ら暗 期への 移行 と と もに 開 始 され （light．off ）

外部温度 （16〜3e°σ） に ほ とん ど影響 されな い 。 リ

ズ ム は 2 〜 3 サ イ ク ル で 消失す る が最低 6 時間 の 光

中断 が 与え られ る と 再び 現わ れ る ． こ れ ら の 事実 は

こ の リ ズ ム が clock に よ っ て 制御 され る 内性 リ ズ

．ズ・ご渉 誘ご ’ 画 元鯵 オ ゐ 臨 ど 1態、謁苗威ζ鶏 ご

知 られ た光中断効果の リズ ム と異 り，24時問 以 外 の

周期 の 明暗交替に さ ら さ れ る と，3 サ イ ク ル 後 に ，

処 理 さ れ た明暗周期 とお な じ 周期 を もつ リズ ム に 変

化す る。 こ の 新 し い リ ズ ム は 連続暗 期に 戻 さ れ た 後

で もし ば ら く継続す る。 上 に 述ぺ た光中断効果に 関

し て の リ ズ ム は ，外部か らの 光 を感受 す る 感 光 系

（R −FR 　reversibility の 実験 か ら phytochrome

と考 えられ る ） の 活性 の 変勤 と考 え られ る が，花成

誘導期 の
一

定時期 だ暗処理 さ れ な け れ ば 表 面 上 現 わ

れ な い 。 従 っ て 感光系 に 受け取 られ た光刺激が 影響

を 与 え る系 の 活性 も 1 日 を通 じて 同
一・

で は な い と 考

え られ る 。 実際活性は 明期 の 長 さ に よ っ て 決定 さ れ

る 周期的 な変動 を行な う。 光中断効果 の 内生 リ ズ ム

は ，こ の 変動 を通 し て ，ウ キ ク サ の Induction 　 pe −

riod ）の 決定に 寄与 す る と考 え られ る。

〔合 SB 〕　細胞の 微細構造 と機能

　 1　 原 形質流 動 の 構 造 的基礎

　　　　　　　　　 永井　玲子 （阪大 ・理 ・生）

　粘 菌 の 変形 体，フ ラス モ の 節間細 胞 ，ア メ
ーバ ，

カ ラ ス ム ギ 等 で 生化学的 に と らえ られ た 収縮性 蛋白

質は，生 体 内で 特殊な繊維構造 と し て 存在 し て い る

と思われ る 観察結果が 報告 さ れ て い る 。
こ の う

1
ち最

も詳し く研究さ れ て い る粘菌の 変形体 に つ い て ，繊

維 の 微細 構造 を述 べ そ の 機能的意義 を考察 す る 。

　繊維 は 多数 の ほ ぼ 平行 に 密集 し た 蓬 約70A の フ d

ラ メ ン トの 束 か らな り，そ の 構造 は 縦断像，横断像

共 に 平滑節 に 酷似 し て い る 。 繊 維 は い わ ゆ る ゲ ル 状

部 ， と くに 扇状 の 前縁 に 沿 6 た 帯状域 と脈管壁 に み
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られ，その 分布 と配位 は ，グ リ セ ン モ デ ル に お け る

取 縮部 位 と方向 に 一一致 す る。

　グ リセ リ ン モ デ ル で は ，繊 維構造 は よ り明瞭 に 観

察され ，フ ィ ラ メ ン トの 各所 に 附着 し た 電 子密度の

高 い 粒 子 の 存在 が 認 め られ る 。
Mg −ATP の 処 理 に

よ り，繊 維は 小 さ い 密 な束 に 6t　 lzて 凝 集 し 、筋肉 ア

ク ｝ ミ オ シ ン の 超沈澱 が 最終的 に と る よ うな 形 に な

る 。
こ の 際各 フ ィ ラ メ ン トの径の変化 は み られ ず，

附着粒 子の 数 は 少な くな る ◇ こ の 事実 と，径 の 大 き

さ，形状か ら急 て ，フ ィ ラ メ ン トが ア ク チ ン で あ り

点在す る 附 着物 が ミ オ シ ン で あ る と 考 え られ る 。 ま

た 0．5MKC1 で 処 理 す る と，フ ィ ラ メ ン トの 配列

が くず れ ，フ ィ ラ メ ン トは 短 か く切 断 さ れ る 。
こ の

こ と か ら，フ ィ ラ メ ン トに は 切 れ や すい 部位 が あ る

か、小 単位があ っ て こ れ が適 当に 電 な，．〕て 艮 い フ ィ

ラ メ ン トを 作 っ て い る と考 え られ る 。

　実験的 に 内質 と外質 の 比率 をか え る と，そ れ に と

もな っ て 流動力 が 変化す る こ とが 知 られ て い る が ，

そ の 際，そ れ に 対応 し て 繊維 の 分布 お よ び 形状 に も

著 し い 変化が み られ る 。 これ らの 事実は ，繊維が 原

形質流動 の 構造的基礎 と し て 重要な意義をもつ こ と

を示 し て い る 。

　 1　 精子鞭毛 の 構造 と 機能

　　　　　　　　　毛 利 　秀雄 （東大 ・教養 ・生）

　鞭 毛や 繊毛が 9 十 2 とい う構造を持つ こ とが 知ら

れ て か ら 少 く と も10数年 が 経過 した が ，こ れ らの 構

造 が 鞭 （繊）毛運動 に 果す役割 t）は い ぜ ん と し て 謎

の ままで あ る。し か し こ こ 数年来電子顕微鏡的，物

理 化学的 に こ れ ら の 構造が 詳 し く調 べ られ る よ うに

な り，生理学的的 な解新 と相 ま っ て ，問題 の 解決 に

次第 に 近 づ き つ つ あ る 。
こ こ で は わ れ わ れ が ウ ＝ の

精 子 の 鞭 毛 を 用 い て え た 結果 を 中 心 に の べ る こ と と

す る 。

　精子 よ り分離し た 鞭 毛 を ジ ギ ト＝ ン で 処理す る と

細胞膜が溶け て 裸 の 9 十 2 がえ られ る 。 こ れ を酷酸

ウ ラ ン で ネ ガ テ ィ ブ 染 色 し て 観察 し た 結果は ， 9 十

2 の 各 フ d ラ メ ン トが 10〜13本 の サ ブ ユ ニ
ッ トよ り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t
な る 微・j・細管で さ らに 各 サ ブ ユ ニ

ッ は 直径 45A 程 度

の 球状単位 が 縦 に 連 な っ た もの で あ る こ と を示 し て

い る。なお 周 辺 の 9本 は A ：B2 本 の フ ィ ラ メ ン ト

が対を な し た もの で あ る が ，
こ の 場 合に は 両者が境

の 所 で 2 〜 3 本の サ ブ ユ ニ
ッ トを 共有 し て い る。ま

た A フ ィ ラ メ ン トに は 100〜150A の 黷粒，す な わ ち

蜿が付着 し て い る。

　 EDTA に 対 し て 透 析 する と 腕 ⇒ミ除 か れ る が， 二

の よ うに し て 分離 した フ ィ ラ メ ン トに つ い て 物 理 化

学的 に 性質 を調 べ た 。 フ ィ ラ メ ン トは 熱 ・ア ル カ リ

・
酸 処 理 に よ ’

） て 2S （分 子 輦 3 〜40，0GO？） 程度

の 恐 ら く球状単 位に 相当す る ｛の に な る 。 ア ミ ノ 酸

分 析 の 結果 は 筋肉 の ア ク チ ン に 似 て お b，筋肉の ミ

オ シ ン と 合わ せ る と ATP に よ L！超 沈澱 を起 す が ，他

の h くつ か の 点 で ア ク チ ン と 異な る 。 最 も大 きな違

い は フ ィ ラ メ ン ｝
・を構成す る タ ン ハ ク質 が ，ATP ，

ADP で は な く，　 GTP ，　 GDP 　を含 ん で い る こ と で

あ る c 細菌 の 鞭 毛 を作 る フ ラ ジ ェ リ ン とは ，ア ミ ノ

酸 辛昼成 が 全 く異な り他の 性 質 竜違 っ て t” る 。

　 い っ ぼ う腕 を除 く処 理 を す る と，鞭毛 に 含 まれ る

ATP ア ーゼ 活性 の 大部分が
一

緒 に と れ て くる の で ，

腕 が ATP ア
ーゼ で あ る こ とは ほ ぼ 聞違い な い

。 純

化 され た ATP ア ーゼ の 電 顧 像 も き わ め て 貌 に よ く

似た もの で あ る 。

　 皿　Microtubule
一
と紡錘体の 発 達

　　　　　　　　左貝 ア イ子 （奈良女大 ・理 ・植）

　 紡錘体 の 形成過程 に つ い て の 研 究 は 光学鐔微鏡 に

よ っ て ，い ろ い ろ 研究さ れ て きて い る。すなわ ち，

細胞 質 か ら紡 錘 体が 形成 され る と か ，核
．
物質が こ れ

に あず か っ て い る とか，ま た 細胞 質 と核物質 か ら で

き る ら し い こ と が い わ れ て い る 。 し か し 特殊な村料

を除 い て は ，その 起源 を極 め る の は 困鑑 なよ 5で あ

る。動物材料 で は 中心 粒 の ま わ りに で き る 星 状体 が

起源 に な っ て ，両極に あ る 中心 体 の 間 に 紡錘糸が 形

成 さ れ ，こ の 中に 核 が 入 り込 ん で 真 の 紡錘体が 形成

さ れ る よ 5 で あ る
。 最近電子 顕 微鏡 に よ っ て も，中心

粒 の まわ ウか ら紡錘 糸が形成 され て い る と い う結果

が得 られ て い るが ． 植 物材料 で は こ の よ うな分裂 中

心 を持 っ て い な い 。 こ れ に 代 る もの と し て 極帽が考

え ら れ て い る。光 学 顕 微鏡 覯察 の 限 りで は，こ の 部

分 は 無構造 で， ミ トコ ン ド リア や 色素体 の よ うな顆

粒 は 認 め ら れ な い と い わ れ て い る 。 今 回は 植物の 分

裂細胞で 紡錘体が ど の よ うに し て 形成 され る か を電

子 顕微鏡 に よ っ て 得 た 結 果 を 中心 に し て述 べ よ う と

思 5 。
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