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て い る が ， 上 の 結果 は こ れを否定す る 。 化学受容器

よ り もむ し ろ 中枢に そ の 原 因 が あ る ら しい こ と が ブ

ドウ 糖 と果糖に つ い て の 感度曲線 か ら説明 で き ろ。

ゴ キ ブ リの 機 械刺激受容器 の 活動 に 対する側心体抽

出物 の 効 果

石橋 貴昭 （福岡大学教養学部生物学教室）

　 ワ モ ソ ゴ キ プ リ の 後肢脛 節 の Sensilla　chaetica の

先端 に 被 せ た 硝子細管電極を動 か す こ とに よ っ て 記

録さ れ る イ ン パ ル ス を 指 標 に，同 種 ゴ キ ブ リの 側心

体 及 び 他 の 神経組織 の 組抽出物，ア ド レ ナ リ ン を雇

節内部に 灌流さ せ ， 受容器 の 活動に対す
．
る そ れ等 の

効果を検討 した 。 側心 体抽出物が高濃度 （2対の側

心 体 ノ0．1　ml 　 Pringle’s　 sa1ine ）で は 抑制的に ，低濃

度 （1 対ノ0．　1　 mi 　 Pringle’s　 sa 】ine） で は 促進的 に 働

く傾向 に あ る こ と が み られ ，対 照 と して の 脳 ，食道

下神経節 ， 腹神経縦連合 の 抽出物及 び ア ド レ ナ リ ン

1 
一s

，
1G−，M で は顕著 な効 果 が み られ なか っ た。ま

た ク ロ バ エ の 味 受容 毛 の 塩 受容器 の 活動 に 対 じて は

側 心 体 抽出物 も，ア ドレ ナ リ ン ，ノ ル ア ド レ ナ リ ソ ，

ド ーパ ミ ン （何 れ も 10−iM
）も共 に 促進 効果 が 認 め

られ た。以 上 の 結 果 か ら， 遠 心 性神 経 の 近接が み ら

れ な い こ れ等昆 虫 の 末 踏受容器 の レ ベ ル で ，体液 を

介 して の 受容器活動 に 対す る 制御機購 の 存在 が 期待

さ れ る。

’
ザ リガ ニ 平衡器 の 感 覚 出力

　 　　　　久 田 光 彦 ・菅 原 　清

（北海道 大学理学部動物学教室 ・

群 馬大 学医学部第生 理 ）

　 ザ リ ガ S 眼柄の 体 位置変化 に 対応 す る補償運動 の

うち ， 眼柄 自体 の 軸ま わ り 回転運動を 精測 す る と ，

「
明瞭 な ヒ ス テ リシ ス 現象 を 認 め る こ と が で きる 。 こ

の ヒ ス テ リ シ ス の 起因 の
一

つ と して 平衡器感 覚節 の

出力が 問題と さ れ 精査 の 結果，　 1）感覚毛単
一

出力

で す で に ヒ ス テ リ シ ス を認め る こ と， 2）位 置検出

型 〔1〕 と振動感受型 〔∬〕 の 2 種あ る こ と ，
3）

1型 は器内配置に伴 ワ て 最大感受位置が異な り，こ

れ は 感覚 毛 の 購造方 向性 に よ っ て 決 定 され て い る こ

．と，ま た さ らに 180°位相 の 異 な る 2 群 に 更 に 分れ

る こ と， 4） 皿型 は 平衡器内側縁 ， 後縁に あ る感覚

毛 に よ っ て 構成さ れ る こ と な ど が 明 らか に な っ た 。

各位置 に 対応 し て 現 われ る眼柄 の 運動 は ，主 と し て

1群 の 感覚毛 の 示す極大点 の ずれ を統合 し て 支配さ

れ て い る 可能性 が 高 く， 現 在眼柄動眼 筋 ， 動眼神経

活動 と の 関係 ，食 道 上 神経節内 に お け る処 理 さ れ 方

を 調査し て い る。

昆虫 の 音 パ ターン 認識 II．

玉 重 三 男 （北海道 大 学理学部動物学教室）

　種 々 の パ ターン の 音 パ ル ス 刺激に対 し，キ IJ ギ リ

ス ，ク ツ ワ ム シ な ど の 鼓膜神経 の 応答を調査 した。

最適 音パ ル ス 頻度の 下 に 最 も有効 な 刺激 パ タ ーン と

そ うで な い パ タ ーン を晃 つ け ， 末梢 に お け る音パ ル

ス 認識機構 を 解明 し よ う と した 。各種 の 虫の 鳴 く音

で ，キ リ ギ リス の 鼓膜器官 を刺激 し た 場合 ， 聴神経

の 応答 イ ソ パ ル ス 数最大 の 場合は キ リ ギ 1
オス の 鳴 く

音 に 対 し て で あ り ， 次 に ク ツ ワ ム シ ， 、ス ズ A シ
，

マ

ツ ム シ の 鳴 く音 に 対 して 順 に 応答度 が 悪 くta　lx カ

ソ タ ソ の 鳴 く音 に 対 して 最 も応 答性が低 か っ た 。 そ

れ ぞ れ の 虫の 鳴 く音 の パ ル ス 波形を 比 較対 照 し て み

る と，急 な トゲ 状 で パ ル ス 幅 の 短 い
， 頻度 の 高 い 音

パ ル ス の 続 く音パ タ ・t一ソ に 最 も高 い 応答性があ 1），

そ の 逆 で 緩 や か に あ る い は 丸 い 輪廓 で 振幅 が 増 し た

り，
パ ル ス 幅 が 長 く頻度の 低 い 章パ ル ス の 続 く音パ

タ
ーソ に は 応 答 性 が 低 い 。ク ツ ワ ム シ の 鼓膜神経 に

つ い て も大体 同様 で あ っ た が， キ リ ギ 1 ス よ りも ク

ツ ワ ム シ の 鳴 く音 に 対 し て 最高 の 応答性を示 した。

ヒ トデの 眼点電 位

吉 田 正夫
＊ ・岩 田 清 二 ・福 田 博 之 ・大津 浩三

　　　　　　（
ny
岡山大学理学部臨海実験所 ・

　　　　　　岡 山 大 学理学部生物学教室）

　 ヒ トデ の 眼点 の 光受容器 と し て の 機能に関 して

は ， 古 く．Hartline ら （1952） が 光照射 に 伴 う電位

変化を 記録 し て 居 り， ま た Asterias　amtcrensis に

お い て は演者 ら （Yoshida ＆ Oh しsuki ，1966，1968）

が 腕先端 の 反射反応や走 光反応を 利用 して 確 め て い

る。本報 に お い て は，3MKCt を 満 し た 比 較的 低 い

抵抗値 （2−4　M9 ） お よ び 高 い 抵抗値 （20−50　M ρ）
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