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阻害削処 理 し た もの は ， そ うで な い も の に 比 べ ， 2

分 の 1 に 低下 し て い た が ， 対照実験値 に 対 し て は 10

倍 以 上 の 高ま りが み られ た 。
こ の こ とか ら プ ロ ラ ク

チ ン は水酸化 の 前段階，即 ち プ U ト コ ラ ーゲ ン の 合

成段階に 顕著な効果 を お よ ぼ す もの と考え られ る。

実際本酵素活性を測定 し た と こ ろ，ホ ル モ ン 処 理 し

た もの は コ ン ト ロ ール に 対 して 約 14％ の 活性の 高

ま りがみ られ る に すぎな か っ た 。

グ ル コ
ース 6 燐酸脱水素酵素 ア イ ソ ザ 厶 の 系統発生

学 的研 究

鎌 田 　勉 （北海道 大 学 理 学部動物学教 室 ）

　無脊椎動物 34 種 ， 脊椎動物 33 種 の G6PD ア

イ ソ ザ イ ム の 基質特異性 を グ ル コ
ース 6燐酸（G6P ），

ガ ラ ク トース 6 燐 酸 ， デ オ キ シ グル コ ース 6 燐酸を

用 い て 比 較 し た と こ ろ ，
3 種類に 分類で きた。G6P

に の み働 く 1型 は さ ら に 助酵素 TPN に よ っ て 移動

度 の 遅 れ る IA 型 と 変化 し な い IB 型 に 分類 し た 。

IA 型 は 無脊椎 か ら有脊椎 に 至 る 広範 囲 の 動 物 に 存

在 し， IB 型 は 無脊椎 に の み 存 し， 3種 の 基質 に 働

く亘 型 は 有脊 椎 に の み存 し た 。
2種 の 基 質 に 働 く 1

型 は無脊椎 tcも有脊椎 に も存在す る と い う意味 で 1

型 と 亘型 の 中間に 位置す る もの と思 わ れ る 。 IA 型

と 1型 の 両者 を もつ 脊椎動物各綱 1種 の 細胞 分画局

在 の 比較 で は IA 型 は celL　sap に， 1型 臺ま ミ ク ロ

ゾ ーム 分画 に存在 した 。 硫安塩 析及 び DEAE −Sep−

hadex で の 部分 精 製で は IA は 25−35％ （ニ ワ ト

リ は 0 −25％） 硫 安 で 沈澱 し O．1−0．5MNaCl の

分画 に お ち た 。 豆型 に は 1型 と同 じ行動をす る もの

と 璽型 と 同 じ行動 を す る もの が 存 在 した 。

軟体動物 扞晶体 ・消化盲嚢の 免疫生化学的研究 1．

井 上 　勤 ぐ東京学芸 大学 生 物学教室）

　 Corbicula　ja♪enica の 杆晶体 。消化盲嚢 の 可 溶性

蛋 白質を Freund　complete 　adjuvant を 用 い て 拡 杆

晶 体兎 血 清 （Anti −・CS＞・拡消化盲嚢兎血 清 くAnti−−

DD ）を得 た。 こ れ らの 抗 血 清 を 用 い て 各種杆晶体

・消化盲嚢抗 原を Ouchteriony 法 ・免疫電気泳動

法 ・　Disc−Agar 二 重拡散法な どで 解析 した 。　 Antト

CS と杆晶体 で 最低 2 本 の 共 通 抗 原 が あ り，沈降線

の 分布様 式 に 種特異性が認 め られ た 。
Mactra 粁晶

体 と杆晶体嚢 と に 2 本 の 共通抗 源が得 られ た ・An’

ti−CS と消化盲嚢 と の 共通抗原 は 1〜 2 本 で あ っ

た 。 　Anti−DD と杆 晶体 で は 共通抗原 は 比較的多か

っ た。Anti−DD と消化盲嚢 との 反応 で は Euhadra

以 外 共 通 抗原 ・部分抗原が得 られ ， 分布様式 に 種特

異性が 見 られ た 。
Disc −Agar 二 重 拡 散 法 で Amy ！・

ase 　zone 中に 2本 の 沈降線が得 られ た 。
こ の 反 応

は Amylase　 isozyme 　 zone よ り抽 出した amylase

と交差 反 応 が 見 られ る点 anti −amylase で は な い か

と考 え られ る eCorbicuta コ
’
aPonica と Corbicutα

leana の 杆晶 体，消化盲嚢溝成蛋白質 は極め て 類似

して い る。 Amylase 　isozyme に つ い て も同様で あ

っ た 。

抗体産 生 に 関与す る細胞 の 分画 とその 性状

田 村慎一 ・千葉　丈
＊ ・渡辺 良雄

（国 立予防衛生研究所病理 ・＊

東 京

教育大学理 学部動物学教室）

　抗体 産生 に関与す る機能細胞群の 性状 を 明らか に

す る た め に ，
ヒ ツ ジ 赤 血 球 で 感作し た マ ウ ス 脾臓 細

胞 を 経時的に ア ラ ビ ア ゴ ム 密度勾配遠 心 法 に よ り分

画 し検 討 し た 。 （1）低密度側 か ら 1〜男迄 の 各分画 の

細胞数 の 分布 は ； 1 ＋ 9 ＋ N ，
15％ ； 弘 翻 ％ ； V ，

38％ ； 樋，7 ％ で あ っ た 。 特 に，  1 ＋ 皿 ＋ 盃分

画 は 19S ，7S 抗体産 生 細胞が局在 し ， 大型 の 細胞

（直径 7．5〜13μ） や 免疫芽細胞 の 分 布 の 多さ と相

関 して い る。抗原感作後 4 日 目迄 ， 抗体産生細胞 の

増加 に 伴 っ
て

，
DNA ，RNA ，蛋 白 質合成活性 の 増 加

が み られ る 。 抗原感作後 の 脾臓 の 細胞 培養 に よ り抗

体 産生 前駆細胞 もこ の 分 画 に 存在す る こ とがわ か っ

た 。 （3｝V 分画 は 直径 5 〜7，5 μ の ・」・ 1丿 ン パ 球 が 多

く，抗原感作 に よ って 抗体産生細胞 以外 の 細胞 に よ

る DNA ，　RNA ， 蛋 白質合成活性が 高 ま る。抗体 産

生前駆細胞 も比較的少 な く ， 又 胸腺細胞 が 主 と して

局在 す る 分画 で もあ る の で ，抗体産生 に 関与す る と

考え られ る 胸腺山来 の 細胞群 が含まれ て い る ら し

い 。
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