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横 紋 筋 お よ び 平滑筋 に お よ ぽ す伸展 の 効果

杉　晴夫 （東京大 学医学部生 理 学教 室 ）

　強縮時 の カ エ ル 骨格筋を伸展 す れ ば 張力は さ ら に

上 昇 す る が，伸 展 速度 を 急 に 減ず る と 伸展中 で も張

力 は F降 し は じめ る傾向 が あ る 。 イ ガ イ の 足糸牽 引

筋 で 同様 な 実 験 を 行 った と こ ろ次 の よ うな結果 が 得

られ た
。 ま ず ア セ チ ル コ リ ン ま た は 直 流 刺 激 に よ

り持続的収縮状態に あ る筋 は，伸展速度を減少 さ せ

て も張力 の 下降は お こ らず ，伸展中張力 は 上 昇を つ

づ け る。つ ぎに ア セ チ ル コ リソ ま た は 電気刺激に よ

t）張力上 昇中の 筋 に 伸展を与 え る と，カ エ ル 骨格筋

で み られ た よ うに 張力 は 伸展速度 の 減少 に より F降
しは じ め る 傾 向 が あ る。さ らに 持 続 的 収 縮 中 の 筋 を

体内長の 半分以 下 の 長さに 保 つ と張力 は 著 し く減少

す るが，こ の よ う な 状態 の 筋 を 伸展す る とや は り伸

展 速度減少 に よ り張 力 の 下 降 が み られ る。以 ヒの 結

果 は ， 仲展速度 に 依存す る 張力上昇が ，　cyclic 　move ・

ment を行 っ て い る ア ク チ ン
ー

ミ オ シ ン 問 の 側枝結合

に 特有 の 現 象 で あ る こ とを 暗示す る。

イ ガ イ 足 糸前けん 引筋 の カ フ ェ イ ン に 対する反 応

溝西　 1丕 （広島大学理学部動物学教室）

　 イ ガ イ 足 糸前 け ん 引 筋 に対 し，カ フ ＝イ ン は 0．5

7nM 以 上 の 濃度で，高濃度に な る ほ ど 収縮高 の 大 き

い 収縮を お こ さ せ ，ま た ，2 回 以上 作用 させ た 時 に

は 第二 以後 の 収縮 は r乍用点の 時間間隔 が 短 か い ほ ど

第
一

収 縮 と 比較して 収縮高が 小 さく，闘値 が 高 くな

る こ とが 知 られ て い る。こ れ らカ フ ェイ ン 作用時 に

膜電位を しらべ る と，な ん ら明瞭な変化 は 見 られ な

か っ た。ま た 引 き続 き長時聞 1乍用 させ て お い て も膜

電位に は変化は 生 じな か っ た ． また 無 Ca ・EGTA

人 工 海水中で は カ フ ニイ ン に 対 し］1常人 工 海水中 に

お け る 場合 の 90％ に 近 い 収 縮 を お こ す に か か わ ら

ず ， 膜電位に は 変化 は認 め られな か っ た 。 こ れ らの

こ とか ら，こ の 筋 の カ フ ェイ ソ 収縮 に カ エ ル の 骨格

筋 と同様 に 膜 電 位 の 変 化に 閖 係な い もの と考 え ら

れ ，カ フ ェイ ン は 膜霊位に 関 与 し な い 場所か ら， か

な り強 く結 び つ い て い る Ca＋ ＋
の 遊離 を 促進 す る働

きを持つ もの と考え られ る。

イ ソ ギ ン チ ャ ク槍糸の 収縮性 匹

和 田 怛 代 （お茶 の 水女子 大学理 学部生物学教室）

　 前 回 （35圃大会）の 観祭で は タ テ ジ
1
マ イ ソ ギ ン チ

ャ ク 槍糸 は 単
一・

電撃に は ほ と ん ど 応答せ ず，繰 り返

し電撃 に 僅 か に 応答す る程度だ っ た．今回 の 実験 で

は 電極 部位 の 乾燥 ・傷害 を 防 ぐ よ う取扱い 方を改 め

た結果，単
一

竃撃 に 対 し て ほ ぽ確実 に 収縮応答 が 見

ら れ ， 応 答様式 は
“
graded

”
で か っ

“decremental”

な 収縮 伝播 が 観測 さ れ た （矩 形波電撃 の 持続時間 は

1msec 、直流刺激電圧 の 閾値 は 3 −−9V ，潜伏期 は

1．5− 　3　sec ，収縮伝播速度 は 1　mm ！sec の 程度）。

繰　1）返 し電撃 （1　msec の 矩形波，毎秒 1 回硬）頻度

で 10− 20 図 刺激） で は 毎回の 刺激 は 収縮 の 度合 と

伝播範囲 の 両方 に 対して 加重効果を生ず る こ とが明

らか に な っ た 。こ れらの 収縮応答 は 等張 Mg一
海水

に よ っ て 可逆的 に 抑 え られ た 。考祭 ：Mg ＋ ＋

が 神経

ない し神経 ・筋閘 の 接続部位 に 特異的に作 用 す る

（Pantin　 and 　 Poss　
t4

  ） と す る な ら ば
c’
　graded’

”

で か っ
‘‘decrementa1 ”な 応答様式 と Mg 一麻酔の

効果 か ら搶糸の 電気刺激に さ い して の 収縮の 成立 お

よ び 収 縮 伝 播 の 両 機髓 に 対 し て 神経 要 素が 介在 して

い る こ とが 推論 さ れ る。

頭 足類網膜の レ チ ノ ク ロー厶

原　富之 ・原　暴子 ・
根本 田 美子

　　　 （奈良医科大学生物学教室）

　頭足類網膜 に 含 ま れ て い る レ チ ノ ク ロ
ー

ム は 感光

性成分 （L ） と pH 依存性成分 （H ）とか ら な っ て

お り，
HCHO に 対 して L は安定，　 H は 不安定 で，両

者を区別す る こ とが で き る 。
L もH も発色団 は オ

ー

ル ト ラ ソ ス 型 レ チ ナ
ール で ， 照射に よ っ て JL の 発

色団 は ユ1一シ ス 型 に 変 り， そ の λmax は 495　nm か

ら 380　nm に 移 る の に 対 し て ，　 H の 発 色 団 は光異性

化 せ ず，A　max が 490　 nm か ら 465　nm に 移 ろ．

照 射後 オ
ール ト ラ ン ス 型 レ チ ナ ール を供給す る と も

ちろ ん レ チ ノ ク ロ ーム は 暗再生す る が，照器後 の 長

時 聞晴放置に よ って も レ チ ノ ク U 一
ム の 熱異性化 に

よ っ て 次第 に レ チ ノ ク ロ　一一ム の L 部分 が 自 然 再 生

し，同時に H 部分 も回 復す る こ とが 分 っ た 。こ の よ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Zoological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Zoologioal 　Sooiety 　of 　Japan

一
　般　講　演 393

うに L 部分 と H 部分は密接 に 闘連 して い る。また L

部分の 退 色後な お長時間照射を つ づ け る と ，
H 部分

は J1， 2
一
約 3 時間 で 徐 々 に 退色 して い く。し か も

こ の ときH 部分 の 分解 に 伴 っ て 発色団 レ チ ナ ール は

他 の 物質 へ 転換 し て い く こ と が 注 目 され る。

Rhodopsin の 吸収 ス ペ ク トル と Retinal ・Opsin 結

合

　　　 鈴木龍夫 ・鬼頭勇次

く大 阪大学 理学部生物学教室）

　TCA で 変性させ た rhodopsin は，440　m μ に λ

max を もつ ProtDnated　Schi丘’s　Base の 吸収を示す

が，こ れ を 凍結 さ せ る と ，
rhodopsin 特 有 の 吸 収 ス

ペ ク トル が 回復す る。こ の 吸収 ス ベ ク トル の えmax

は 温度に は 依 存 しな い が， TCA 濃度 に 依存 して 深

色移動す る。ま た ，吸収 ス ペ ク トル の 種特異性 は 消

失す るが ，retinal の configuration の 違 い は 吸収 ス

ペ ク トル の 差異を もた らす 。
こ れ らの 結果 と ，

こ れ

ま で の 知見を総合 した，retinal −opsin 結合 に つ い て

の 我 々 の 考え は 次 の 通 り で あ る。 retina1 は opsin

の lysine残基 と Schiff’s　 Base を介 して 結合 し，

こ れ に プ ロ ト ソ 供 与体 と な る 1残 基 が 隣接す る。共

役 二 重結 合系 の 中間付近 に opsin の 1残基 が 突出し

て い る 。 更 に retinal と opsin は 疎水結合 を 形 成

し，proton　 rich ，疎水的蛋白部分 が retinal を と り

か こ む。こ れ ら二 つ の 結合 に よ り ， 吸収 ス ベ ク トル

の 深色移 動 の 他， rh （》dopsin の 種 々 の 性質 が あらわ

れ る。

昆虫の 単眼 の 微細 構造

藤　義博
・
冨永佳也 ・

桑原万寿太郎

　　　 （九州大 学理学部生物学教室）

　 昆 虫 の 単眼 は鼓舞器 官と云 わ れ る 。 三 村が dark

・discharge を記録 した セ ン チ ＝ ク バ エ の 単眼 の 構造

を 電顕 で 観察 し， 以 下 の 知見 を 得 た 。 単眼 は 直径約

200 μ の 球形 の レ ソ ズ を 持 ら，こ の 下 に
一

層 の v ン

ズ 原 細胞 を 持 っ 。視細胞 は レ ソ ズ の 曲面 に 垂直に 位

置 し，先端部 で側方 に mlcrovilLi を 突出 し rhabdDm

を形成す る。10 μ の rhabdom 層 の 下 で は ， 視細胞

は 高密度に 色素顆粒 を含む。核 は 色素顆粒層 の 下 に

見られ る。核 より Fで は視細胞の突起は軸索状 に な

り単眼後極部 へ 収れ ん す る。そ の 数 約 250 本 と推

定 さ れ る。 こ れ らの 突起 は す ぐに 13 本 の second

oTdeT 　 neuron と synapse を形成す る 。　 synaPse の

形状 は視細胞側 に synaptic 　ribbon と vesicle が 見

ら れ ， 同種の 復眼 に み られ る もの と 酷 以す る 。 以 上

が 今 ま で 得 られ た 諸 見 の 概略 で あ るが ， 生 理 学的反

応 に 対応す る 構造 を 見 る為 に は，synapse
， 視細胞間

の 関係 ， 単眼 神 経 の よ り詳細 な観察が必 要 で あ る。

甲殻類歩脚筋 の 運 動神経 分 枝 の 電 気 的活動

尾関 正 寛 （熊本 大 学医学部第 2生 理 学教室）

　イ セ エ ビ 等甲殻類 の 運動神経は歩脚筋 に多重神経

支配 を して い る e ア メ リ カ イ セ エ ビ 歩脚 ， 伸張筋 か

ら遅興奮性神経筋接合部電位 （s1・we ・j・P・）を細胞

内記録 を す る と 同
一
筋繊維 の 各記 録部位 に よ り大 き

さ に は 最大値 の 30％の 範囲 で 大小 の ぱ らつ き が 観察

され た が 下降相 は い ずれ も指数曲線的 に減少し た。

神経終末部近傍 の 神経 を刺激す る と そ の 興奮 は 末 梢

方向 に は伝導す る寮，逆方向 に は伝導 し得 な い
。 そ

の 興奮 に よ りお こ っ た 局所興奮性神経筋接合部電位

は 正常 の slow 　e．ゴ．　p．よ りは 小 さ く下降相 は 指 数曲

線的 で な くな る。大き さ は 刺激部位 と 記録部位 と の

距離が接近 して い る 所 で は下降椙 が 速 い 相 と遅 い 相

とに 分離 さ れ る 。 又 反復刺激に よ り加重 と 疎通現象

を示 した 。疎通現象 の お こ る原因 は神経 下 膜 の伝達

物 質 に 対 す る 感受性増加 もわ ず か 見 ら れ る が ， 主 に

神経終末部の伝達物質放出量 の 増加 に よ っ て お こ る

と考 え られ る 。
5−HT は 興奮性神経終末部の 伝達物

質放 出を 促 進 す る。

神経筋接合部 に おける伝達物質の 動員反応

前野　巍 （鹿児島 大 学医学部 生 理 学教室）

　演老 は Mg 処理をした 神経筋標本 に つ い て ，神経

筋接合部 で 記録 さ れ る終板 電 位 が e．　S 〜 10 サ イ ク ル

の 低頻度連続刺激 に よ っ て 増強 さ れ る こ と ， お よ び

こ の よ う に し て 増強 され た終 板 電位 の 平 均 量 子 数 が

刺激頻度 の 対数 に 比 例す る こ と を 見 い 出 した 。

　化学伝達 シ ナ ッ プ ス の 伝達物質 に は活性 お よ び不

活性の 二 型 が あ っ て，合成 され た 伝達物質 は 最初不
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