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中断 と考 え，暗中断 に に よ っ て subjective な 時間

の 進行が 早 ま る と み な す ほ うが 説明 が しや す い 。 そ

こ で ， こ の よ 5な時計 の 進み を考慮 に い れ た 新 し い

モ デ ル を作業仮説 と し て 提 出し た。

ザ リガ ニ の 偏光感 受機能 と視神経 における情

報 伝 達

山 口 恒 犬 （北大
・理 ・動）

　ザ リガ ニ の 視神経 は 機能的 に 異な る 多数の 神経線

維 か ら構成 さ れ て い る る ，
C れ らの 中で 光 感覚神経

線 は 通 常 光 の み な らず．偏 光に 対 し て も特異的 に 反

応す る 。 即 ち 複眼 の 前後軸（0
°
） te よ び 上 下 軸 （90

°
）

と一致し た 振動面 をもつ 偏光に 最大の反応 を示 し，

偏光 の 強 度増大 と共 に 最大反応 を生 ず る 偏 光 角 は ，

45°

附近 に 移動す る 。 ま た こ れ らの 互 に 直交す る 振

動面 を もつ 偏光 の
一

つ に あ らか じ め 適応 さ せ て も他

の 偏光 に 対す る感度は 低下 し ない 。 こ れ らの 事実は

各個眼 内 に 固 有 の 互 に 直交 し て い る 二 つ の 偏光の ア

ナ ラ イ ザ ーが 存在 し ，各個眼 か らの 偏 光情 報 は 視神

経節 で 統合 さ れ 光感覚神経線維 を経 て 中極 に 伝達さ

れ る こ と を示 し て い る
。 ま た 強度 の 偏光照射 で は，

0
°

細 よ び 90°

に そ れ ぞれ最大感度を もつ 視細胞 の 反

応 が 加算 さ れ た 結 果，光感覚神経線維で は 45 °

の 偏

光 に 最 も反応す る もの と考 え られ る 。

一
方，暗 感覚

神 経 線 維 は 偏光 に 対 し て も光感覚神経維 と対照的 で

oats よぴ90°の 偏光 で 抑制され る a

ロ ドプ シ ン の 不斎構造

東 　真美 ・鬼頭勇次 （阪大 ・理 ・生）

旋 光分散 や 円 二 色性 の 測定 よ り，・ ド プ シ ン や イ

ソ ロ ドプ シ ン の 可視部 に あ る 主 吸 収 帯 や シ ス 吸収帯

は光学活性 で あ り， オ プ シ ン 部分 は 納 30％ の ヘ リ ッ

ク ス 含量 を もつ こ と が明 らか に な っ た。遊離 の レ チ

ナ
ー

ル は 光学活性 で は ない し，ロ ドプ シ ン を常温 で

照 射 す る か 熱 す る と上 述 の 光学活性 な吸収帯は な く

な る。よ っ て 11 シ ス や 9 シ ス 型 の よ うな ま が っ た 型

を し た レ チ ナ
ー

ル が オ プ シ ン と 結合 し て は じ め て 可

視部 の 吸収帯が 光学活性 に な り，こ の 結 合 の 仕 方 は

レ チ ナ
ール の 構造 の み で は な くオ プ シ ン の構造に も

大 きく依 存 す る と考 氏 て い る 。 ウ シ の ロ ド プ シ ン の

光学活性な主吸取帯 や シ ス 吸 取帯 の 大 き さ は カ エ ル

の そ れ とか な り異 る が，こ れ は オ ブ シ ン 部分 の ちが

い に よ る の で あ ろ う。た だ し，へ 1丿 ッ ク ス 含量 や ア

ミ ノ 酸分柝 の 結果 で は 差 が み とめ られ なか っ た 。 ど

ち ら も塩 基 性 ア ミ ノ 酸 よ りか な り多い 酸性 ア ミ ノ 酸

を含 み 疎水性 側鎖 を もつ フ ェ ニ
ール ア ラニ ン を相 当

多 く含 ん で h る 。

フナ の 視物質 の 光退色過程

古沢　透 ・堀 内真理 （大阪大学 埋 学部生 物学教室）

　 フ ナ の 桿 体外節 の 規物質 が ボ ル フ イ ロ プ シ ン （λ

max ： 522my ，発色団 は レ チ ナ
ー

ル L））で あ る こ と を

カ
ー

ル ブ ラ イ ス 反応等 に よ り確 め た 。

　 こ の ポ ル フ イ ロ プ シ ン ・グ リ セ リ ン 溶液 の 低温，

（
− 190．

）吸収曲線の 極大 の 高 さ は 常温の 納 1．Gε倍

で ，　 560 ，〃 μ 近辺 に 吸収 の 肩 が 出現 す る 。 以一ヒの 現

象 は 視物質の 発色機構 の 解析に 手 掛 りを 与 え るだ ろ

う。

− 19G °

照射 に ょ り，
ボ ル フ イ ロ プ シ ン （Rmax ：

528mF！
X

，
11 シ ス 型 ） は ブ レル ミ ポ ル フ イ ロ 7

：
シ ン

λmax ；592m 戸 ，
　 h ラ ン ス 型） に ，さ らに ，ア イ ソ ポ

ル フ イ ロ ブ シ ン （Amax ： 514x，9 シ ス 型） に 異性化

さ れ る 。 こ れ ら三 者 の 間に は 完 全 な光可逆反応が成

立 す る
。 ま た プ レル ミ を一180つ

以 上 に 温め る と ル ミ

（2max ： 542 〃 1广 ） へ ，− 5 
゜

以 上 で メ タ　（λmax ；

509n〃 Ftsc）へ と 変化す 5 。 以 上 の 変化 は 基 本 的 に は レ

チ ナ ー
ル ，視物質 と同じで あ る 。 し か し よ り詳細 な

実験 に よ り，プ レ ル ミ か らル ミ へ の 変化 は 少 く と も

二 つ の 反応 か ら構成 され て い る こ とが 示 さ れ た 。

び
一190 °

に お け る 吸収 を示 す）。

魚類黒色素胞系に よけ るア ドレ ナ リン 性興奮

伝達

松井愛 子 （広 島大学 理 学動物学教室）

　 メ ダ カ の 摘出う ろ こ 黒色素胞系に 種 々 の 交感神経

剌激様物質 を作用 させ て 黒色 素胞 の 反応 を観 察 し

た 。 そ れ らは 化学構造一hI ）脂 肪 族 ア ミ ン 類 ，ロ ）フ ェ

ニ ル エ チ ル ア ミ ン 類．皿 ） モ ノ オ キ シ フ ェ ニ ル ア ミ

ン 類 ，
W ） カ テ コ ール ア ミ ン 類 の 4 群 に 分 け ら れ る

が，正常期お よび神経退化期 と も黒色素胞 を凝集 さ

せ 得 た もの は 皿 とIVの 群に 限 られ た。すなわち黒色
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素胞 に 直接働い て 凝集さ せ るた め に は ア ミノ基 の外

に 少な く と も 1 個 以 ⊥ の 7 エ ノーリ ッ ク OH が 必

要で あ る。そ れ を持 た な い 1 と H の群は 黒 色素胞 に

直接働 い て は 凝集 さ せ な い が ，正 常期 で は 凝集神経

末端部を 剌激す る こ と に よ っ て 黒 色素胞 を凝集 させ

る 1 の 群で は C の 数 が 3 以一t：で 凝集 が お こ り，C6で

作規 が 最大 で あ っ た 。 従 っ て 少な くと も

　　 　　　　 i　 l　 I
　　 　＞ N − C − C − C −

　　 　　　　 I　 I　 I

構造 を持 つ もの は 末端 刺 激 作 用 が あ る 。 ま た 1 の Cs

以 ．Lの くの と llの 群 は 高濃度 で は 黒色素胞 に 直接働

い て ア ド レ ナ リ ン 凝 集 を抑制 す る 作 用 が あ る ．

メダカ 黒色素胞に対す る交感 神経刺激性ア ミ

ン の 作用 と化 学構造

伊賀哲郎 （島根大
・
文 理 ・

生物）

　 メ グ カ D 摘 出 うろ こ 黒色素胞 に 対す る 交感神経刺

激性 ア ミ ン の 作川 を調 べ た 。 神経退化後 の 薬物 に 対

す る黒 色 素胞 の感受性変化 に 基礎を お く と ，
こ れ ら

の ア ミ ン 類 ぱ 3 群 に 分類 で きる 。 第 1群 ： カ テ コ
ー

ノンア ミ ン 類 （noradrenaline ，　 adrenaline ，　 isopro −

teren 〔）1，　 dopamine ）c こ れ．の 薬物に 対す る 黒 色素

胞 の 感受性 は 神経退化後高 ま る 。 第 2 群 こ 芳香環 に

1 個 の OH 基 を もっ 類 （octopamine ，　 sympatol ，

phenylephrine ，　 tyramine ，　hordenine ，　 norme −

tanephrine ，　 metanephrine ）。　神経退イ匕季票本 1こお・

い て，感交性 は 低下す
’
る。第 3 群 ： 芳香環 に OH 基

を く、た ない 類 （β
一phenylethylamine ，

　 methona −

mhle ，　 dichloroisoproterenol，　 mescaline ）。 こ れ

らの 薬物 に 対 す る 凝集反応 は 神経退化後消 失 す る 。

ま た，芳香環 に OH 基以外 の 置換基 （例 え ば，　 Cl

基 ，  H3 基 ） の 導入 は 凝集抑制物質 へ の 転化 を き

た す 。

　 こ の よ うな 結果 は ，黒色素胞 の ア ド レナ 1丿ン に よ

る凝集反応 に は カ テ コ
ール 核 が重要な役割 を演 じて

い る こ と を示 す。

ア メ リカザ リガ ニ 眼柄 組織に含 まれ る色素胞

刺激ホ ル モ ン の 透杤性

　　　　　　　　　 野本義雄 （日 大 ・理 工 ・生）

』
ザ リガ ＝ 生鮮眼柄組織 （10個）

’
を磨砕 し ， 蒸留水

で 攪拌器 を用 い て 10分間宛 2 回抽出し，300Efr．P．m 。

で 10分間遠 心 分離 し た e そ の 上 澄液 を熱処理 し た も

の （100
° C，5 分）　と熱処 理 しな い もの とに 分 け ，

透析 チ ュ
ーブ （v 三sking ） を 使用し て ，蒸留水 に 対

して 水温 22 ° C で ，夫 々 20時・問透析 し た 。 そ の 間，

透 析速度 を増す た め マ グ ネ テ ッ ク ・ス タ ラ ーを用 い

て 外液 を攪拌 し た 。 それ らの 外液 お よび内液 を 100°

C に 蒸発乾固 し ，夫 々 に 生理 的塩類 溶液 を加 え 抽 出

液 を調製 し，それ らの 色素胞 に対す る作用効果 を調

べ た 。 外液 の 色素胞 に 対す る 作用効 果は ，赤色色素

胞 と 白 色色素胞 と を凝集 さ せ た 。

一
方，内液 の そ れ

は ，赤色色素胞 を拡散 さ せ た。す な わ ち．赤 色色素

胞凝 集 ホ ル モ ン お よび 白色色素胞 凝集 ホ ル モ ン は 透

析膜 （孔径24A ） を透過す る が，赤色色素脆拡散 ホ

ル モ ン は 透過 し な い こ とが認め られ た 。 且 つ 熱処 理

を しない 亀の の 内液 ・外 液 と も，熱処理 を し た もの

よ り色素胞効果が弱 い こ とが 認 め られ だ。　　　 ・・

ア メ リカザ リガ ニ 眼柄組織に含まれ る色素胞

刺激ホ ル モ ン の 分子蒸留 による不分離

　　　　　野本義雄 ・渡辺 和子 （日 大 ・理 工 ・生 ）

ザ リガ ニ 眼柄組織 に 含勲 る 色素胞東l！激轟 モ ン

の 分離精製 に は ，電 気 泳 動 ，ク ロ マ ｝グ ラ ア ィ
ー，

ゲ ル 濾過法な どが用 い られ て い る 。

　本実験 は ，分 子 蒸留法 に よ り，こ れ ら色素胞剌激

ホ ル モ ン が蒸留 され ，ま た，該 ホ ル モ ン の 分離が可

能 で あ るか 否か を調べ た。眼柄組織粉末 （200 メ ッ

シ ュ 以下） をポ ッ ト式分子蒸留装置 を用 い て
，

150 °

C お よび 250° C に て 蒸留 を行 な っ た 。 そ の 蒸留物

（凝 縮面 を水 お よび エ タ ノ ール で 洗 浄 し，そ れ ら の

蒸 発乾固 し た物か らの 生 理的塩類溶液抽出液） お よ

び 残査 （生 理 的塩類 溶液抽出液） に つ き，生物学的

検定を行な っ た 。 蒸留物 で は，白色背地適応個体お

よ び 眼柄 切除個体 の 色素胞 に 対 し て ，何 らの 作用効

果 が 認 め られ な か っ た 。

一方，残査 で は ，白色背 地
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