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＝．　一ロ ソ の 軸索 が 構成す る Optical　car こridge （シ ナ

プ ス 単位） の 周囲 に 沿 っ て 下 向 し，視 細胞突起の 表

面 に 密着 して い た 。水平細胞 の 細胞賃 の 特徴 は，周

囲 の グ リ ア 細胞 の そ れ とは っ き り異 っ て お り ， ま た

そ の 分枝 の 終端 と思 われ る 構 造 と 視細胞 突起 と の 問

に は シ ナ プ ス が 認 め られ た。以 上 の 結果か ら ， 水平

細 胞 は 少 く と も 16 個以 上 の Optical　 cartridge の

視 細胞突起 と連絡す る神経要素で は な い か と考え ら

れ る 。

セ ン チ ニ クバ エ の単眼 の シ ナ プ ス 構造

藤 　義博 （九州大学理 学部生物学教室）

　昆 虫の 単眼神経 は 2 〜 3 種 の 直径 の 異 る 少数 の 繊

維 を含 ん で い る e こ の うち 太 い 方の 繊維 は ハエ ， ミ

ツ バ チ で 求 心 性繊維 で あ る こ とを前 々 大会 ， 射大会

報告し た。一
方，細 い 方 の 繊維 の 単眼 内で の 終末状

態は 不明 で あ っ た 。 今回 ，
セ ン チ ＝ ク パ Z の 単賑神

経 を 電顕 で 観 察し，細 い 単眼神経繊 維 は 単眼内 で 小

胞 を 有 す る と こ ろ まで わ か った 。 ま た ，単眼 後極部

の 縦切 り切 片 で 観察 した走向 お よ び 細胞質 の 特徴 か

ら，光受容細 胞以外 の 終末 が 単眼 内 で 太 い 単眼 神 経

繊維 に シ ナ プ ス して い た 。
こ れ らの 終木が 細 い 繊維

の 終末 で あ る可能性は考 えられ る。し か し こ れ を 確

か め る た め に は ，よ 1丿完 全 な 連 続切 片 を観 察す ろ こ

と が 必 要 と考 え られ る。また ， ミ ツ バ チ で も単眼神

紀 繊維 と 同 じよ う な 細 胞 質 の 繊維 の 分枝 が 小 胞 を 有

し，太 い単眼 神経繊維 と単眼内 で シ ナ プ ス し て い

た 。こ れ らの 分枝 に 含ま れ る シ ナ プ ス 小 胞 は 光 受容

細胞末端に含 ま れ る もの と は 異 っ た 形態 を 示 し た 。

昆 虫 単 眼 の 神 経 機構

近藤博明 ・立 田 栄光 ・桑原万寿太郎

　　　 （九 州 大 学 理 学部 生 物学教室 ）

　 こ れま で ハ エ の 単眼 を 使 って ， 電 気生 理 学的薬 理

学的方法 に よ り，光受容細胞 の 第二 次神経線維 に 対

す る 抑制 ・興奮 の 機構 の 知 見を 得 た が ， 単眼 の 神経

機構を更に詳 し く調 べ る た め に，神経線維 の 太い ，

ト ソ ボ の 単眼 を使 っ た 。
Ruek （1961） に よ れ1ぎ，こ

れ の 単眼神経 ：こは ，約 30 μ の 神経線維 が 1本 と，

ユ0μ 前後 の 線維が 3 ま た は 4 本含 まれ，更 に 細 い 線

維 もあ る ら しい と し て い る 。 しか し ， 現在ま で そ の

機能 が わ か っ て い た の は ，そ の うち
一

番太 い 線維 に

つ い て だ けで あ った 。

　 今 回 ，こ の 短 か い 単眼神経を切 断 す る こ と な し

に ，側 方か ら吸引電極 に よ ワ て spike を記録す る

方法 に よ D，太 い 二 次神経 稼維 （求 心 性 ） に 興奮的

に synapse して い る遠心 性線維 が存在す る こ とを

明 らか に した 。 こ の 遠 心 性線維に は ， 複眼 ， wing

system 及 び 他 の 単眼 か らの λ カ が あ る こ と が わ か

っ た 。 ま た ，
spike 　 size か ら，求 心 性線維，遠心 性

線維 の 数 が推定 で き た 。

ハ エ の 運動視に関す る神経機序

三 村珪
一

（長崎大学教養部）

　 セ ン チ ・＝ク バ エ （Boettcherisca 　Peregrina） の

視葉に は ，光点の 運動に 対 して 放電す る ＝
a

−’
ロ ソ

が あ る 。 そ れ らに は ， 運動 の 方向選択性 の 有 る もの

と無 い もの ， そ れ らを 組合 わ せ た 複雑 な運動 や 回転

運 軌 ζ 応 答 す る も の な どが あ っ た。組織学的 に 電極

位置 を 確 か め る と ， 視葉の 末梢部 か ら中枢部 へ 進 む

に つ れ ，方向選択性 お よ び 速度 の 分 析 が 完成 し，吏

に 中枢部 で は そ れ らを 総合 して い くこ とが 明 ら か に

な っ た。か か る 方同 選択性 の 分析 に あず か る神経 回

路 の 可 能性を，静 止 光点群 の 継時 的点滅 な ど に よ り

調 べ
， 〔1）末梢部 に あ る 受容野 が 狭 く， 光照射に 応ず

る ＝ L ＝一ロ ン 群 の う ら，あ る 方 向 に 並 ん だ もの だ け

が ，次 の ニュー一　V ン へ 収 斂 さ れ て い る ら しい こ と ，

｛2｝そ れ ら 末梢 ZZ・＝ユー
ロ ン 間 の 椙 互 に ，一

方 向 へ の

側抑制 と 反対方向 へ の 側興 奮と が あ る ら し い こ と が

判 り，方向選択性 は，少 くもこ の 2 様 式 を基 礎 に し

て い る こ とが 推論き れ た
。

イ ソ ア ワ モ チ の 外套 反 転 反 射

後藤 　司 ・立 田 栄光 ・桑 原 刀 寿太郎

　　　 仇 州六学 理 学部 生 物学教室）

　 イ ソ ア ワ モ チ は 背部 の 接触 刺激 に よ り体後部 の 多

套を反転 させ る e 我 々 は こ の 反 転 に 関与す る 反射 弓

を 明 らか に した の で こ れ を
‘
外 套 反 転 反 射

’
と名 づ

け た 。 こ の 動物 の 環食道部神経 節 中 に あ る光興奮性

細 胞 の う ち， 3 個 の 細胞 ：Ep −2，　 Ep −3
，
　 Es−1） に ，
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背 部の 接触刺激で 興奮す る感覚神経 繊維が シ ナ プ ス

して い る 。 体軸 に 対 して 対象的位置 に あ る Ep −2
，

Ep −3 の 受容野 は 同 側 背部全体 に 拡 が っ て い る が両

者は 正 中線付近 で かな り重複し て い る。Es−1の 受容

野は背部全域 に わ た っ て い る 。 こ れ らの 細胞を直接

電気刺激 し た とこ ろ，Ep−2，
　Ep −3 刺激 で は そ れ ぞ れ

同側の外套 に 大きな外套反転が起 こ り， Es一ユ 刺激
で は 両 側 の 外套反転 が 起 こ っ た 。 すなわ ち，こ れら

の 細胞 は 外套反転反 射 の 運動 神経 で あ る 。 こ れ らの

細胞 は ，細胞体の 直接光 刺 激 に よ り興奮 す る の で 接

触刺激に よ る外套反転反射は 光照射 に より facilita・

tion を受 げ る と考え られ る。

点光 源 刺激 に 対するザ リガ ニ 眼 柄 の 動眼視反応

　　　 岡 田 美徳 ・山 口 恒夫

（岡 山 大学 理学部生物 学教室）

　種 ・々の 点光源刺激 に 対す る ザ リ ガ ニ眼柄 の 動眼視

反応 を 記録解析 し，次の 結果 を得 た 。田静止 点光源

の 点滅を複眼 前方部 に 与 え る と後方 へ ，後方部に 与

え る と 前 方 へ の 眼柄運動が お こ り， 運動方向逆転部

位 は 複眼 の 中央部 か ら や や 後 方 に かけ た 位 置 に あ

る。｛2に の 眼柄運動 は点光源 な どの 運動 に 対す る動

眼視反応 の 周波数 特性とは著 し く異 り， 約 2Ez の

周期 の 点滅光 に対 して も完全 に 融合 しない 。（3）　2 っ

の 静 止 点光源に よ る仮動的 な 刺激 や ，点光源 の 連続

運動刺激に 対す る運動視反応 は ， そ れ らが 複 眼 の 中

央部 に 与 え られ た 場合，最 大 で あ る。〔4〕2 つ の 点光

源 で 両複眼 を それ ぞ れ同時 に 照射 し た場合 ， そ れ ぞ

れ の 刺 激 が 左 右 で 鏡豫的 な 位 置 に あ る な らば，左 右

の 動眼 視反応 は 加算 しあ い ，位置 か ず れ て い る な ら

ば減算 しあう。

　こ れ らの 結果 か ら少な くと も運動視 に は ，複眼上

に も高等動物の 眼 の
“
中心

’
611に 相 当す る もの の 存

在 が 示唆 さ れ る。

ザ リガ ニ 運動感覚線維 で みられる記 憶 現 象 に つ い て

　　　　 下 沢 楯夫 ・
竹 田 俊 明

（北海道大 学理 学部動物学教 室）

　 ザ リガ ニ optic 　tract 中 の movement 舳 re は過

渡的 に 運動 す る物体 に 強 く反応 し，静 止 光 景 に は 反

応 しな い p 空問的 に 静止 した fiicker光 に 対 し て も
反 応 は み られな い （habituation） が ，　 fiicker光 の

parameters （周期，閃光時 間 ，輝度） の い ずれ で も

光量 の 減少 す る向 きに 変化 させ る と そ の 変化 の 最中
に の み 反応 し （dishabituatiOn）逆 向 き の 変化 に は反
応 しな い 。こ の 反 応 の 惹起 に 必要な条件 を そ なえ た

単純 な 刺激 と して fiicker 光をあ る時点 で 停 止 して

最後 の fiash ‘‘
　on 　

）t
か ら測 っ た dishabituation まで

の 時間 を 調べ る と ， こ の 時間は 与え て い た　flicker

の 閃光時間，輝度 に は影響さ れ ず，前 の fiashか ら
一

周期
“
待 っ て

”
次 の fiash の 欠落が 検出され ると

dishabituate す る事が わ か る。さ らに fiicker停止 、
後 test　fiashを 付加 して そ の parameters を変 え た

実験 に よ って ・ Optic　gangli・n 中 に は ， 与 え ら れ て

い た nicker に 同期 した，　fiash“en
”

で リ セ
ッ トを

受け，前の fiash との 光蟹比較 の 結果 timing 　shifL

を受け る periodic　activity が 形成 さ れ る事 が わ か

っ た 。

ザ リ ガニ の 動 眼 神経 の 反応様式

　　　　 久 田 光彦 ・樋 口 孝城

（北海道大学 理学部動物学教室）

　動眼神経 の う ち，特 に 　Head −down （HD ） 型，
Side−down （SD）型 の 2種 に つ い て ， そ の 入 力要素を

調 べ た 。正 常個体 の 自然条件下 で の 体 回転 に 対 す る

反 応 様 式 は，平衡覚 入 力 に よ る 寄与をも っ と も多 く

受 け ， 視覚入 力が こ れ に加 わ っ て い る。視覚入 力 と

して は 従 来，複 眼 を 光照射 す る と 照 射部位 に よ っ て

興奮性ま た は 掬制性 の 作用を持つ こ とが 知 られ ，
HD ・

型 で は 両 側眼 の 後方視 野 （038） の 照射 が 興奮性 に ，

前 方 （020 ？） が 抑 制性 に 作用 し SD 型 で は 反側眼

全体 が 興奮性 ， 同側眼が抑制性で あ る e しか し平衡

器除 去個体 の 反応 の 解析 から，視覚寄与 は こ の よ う

な 固定視野 の 光照射影響 の み で は な い こ とが 明 らか

と な り・HD
・
SD 両型とも動眼視（Optokinesis）入 力

に よ っ て 寄与 され て い る こ と が 判 った 。 また SD 型

の 動眼視 要素 に は ， い ま ま で 水平動眼視型神経 に だ

け 認 め ら れ て きた filp−back が 発 見 さ れ た 。 し た が

っ て 動眼神経統合部 は ， 平衡覚 に 加 え て，固 定視野

を 持 つ 光感覚神経 入 力，動眼視機購 の 3 入 力を持
一
）

と結論 さ れ た 。
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