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　魚の 黒色素胞 内の メ ラ ノ ソ ーム 凝集は ア ド レ ナ リ

ン 作動性 α 受容器 の 関与す る神経機構 に よ り調節 さ

れ て い る 。

一
方 ， 色素拡散 の 調節機溝 に つ い て は ，

MSH の 関与す る 例 が 報告 さ れ て い る他 に 決定的 な

結論 は得 られて い な い 。
こ こ で は グ ッ

ピーの 尾鰭剥

離標本を用 い こ の 色素拡散 の 制御機構 の 解析を行 っ

た 。
レ セ ル ピ ン で 前処 理 し た 黒色素胞に ノ ル エ ピ ネ

フ リ ソ を加え る と， α 受容器 と強 く結合 し ， 生理的

溶液中で もしば ら く色素凝築状態 が 持続す る 。
こ こ

で 液中に各種の物質を加え る こ とに よ り，そ れらの

色素拡散効果を検討す る こ とがで きた 。又 ， ト ラ ゾ リ

ン は a 受容器 を 阻害す る と共 に 色素の 凝集 を 惹起す

るの で ， そ の共存下 で被験物質 の 拡散作用を検討す

る こ とも可能で あ る 。 副交 感 神経伝達物質 の ア セ チ

ル コ リ ソ の他，セ ロ トニ ン ，ド パ ミン ，ヒ ス タ ミン

な どの 主体 ア ミ ソ は拡散作 用を 示 さな い 。 B刺激剤

の イ ゾ プ ロ テ レ ノ ール ，メ トキ シ フ
＝ ナ ミソ

， プ ロ

トキ ロ ール は高濃度で は色素凝集作用を示 した が，

低濃度域 で は 顕著な 拡散効 果を示し た 。
こ れ に 対

し ， メ タ ブ ロ テ レ ノール ，イ ソ ク ス プ リ ン は 広 い 濃

度範囲 に わ た り色素拡散を生 じた e こ れか ら黒色素

飽 は ア ドレ ナ リ ン 性 β受容器 を 持 つ もの と考 え ら れ

る。さ らに ， 生体ア ミン の エ ピ ネ フ リソ が色素凝集

作用 の 他 に ， 生 理的濃度領域 に 相当す ると考え られ

る低濃度 で 拡散作用 を持つ こ とが 確 か め られた 。 ト

ラ ゾ リ ソ 共存 下 で 交流 の 電場刺激を行うと刺激強度

に応 じた 拡散反応 が み られ た 。 こ れ は 黒 色素胞周辺

の ス ト ア か らニ ピ ネ フ リ ン が放 出 さ れ る こ と に よ る

と推論 された 。実際，カ テ コ ル ア ミン の 螢 光顕微鏡

法 に よ り黒 色素胞周 辺 に エ ピ ネ フ リ ン を含む末梢性

ク ロ ム 親和細胞が 見出され た 。 以 上 の結果 か ら メ ラ

ニ ン 拡散 の 調節 に は 中葉 の ホ ル モ ン 支醜に 加え ， 黒

色素胞の ア ドレ ナ リン 性 β受容器の エ ピネ フ リ ン に

よ る刺激が関与す る可能性 が 大 き い と結論 した 。
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　 サ イ ク リ ッ ク AMP が メ ラ ノ ソ ーム 拡散反応 の 細

胞内 メ ッ セ ソ ジ ャ
ーで あ る とい う考えが魚類 の 黒色

素飽 に つ い て も成立 つ か ど う か を グ ッ ピ ーの 尾 鰭剥

離標本を用い て 検討 した
。 色素拡散 は MSH

，　ACTH

に よ る他 に エ ビ ネ フ リン を含む ア ド レ ナ リン 性 β刺

激物質 に よ り生 じ る こ と が 前報 な ど に よ り明か とな

っ た 。こ の 場合 ， ア デ ニル サ イ ク レ ース が情報分子

の 受容器 とな っ て い る と 考え られ る 。 外液に加え た

サ イ ク リ ッ ク AMP は色素拡散 を生 じる 。
ジ ブ チ リ

ル サ イ ク IJ　 ’v ク AMP も同様 な効果 が あ っ た 。　AMP

の 他 の ア ナ ロ グ，す な わ ち 5’−AMP ，3’−AMP ，2’−

AMP は共に有効で あ っ た 。 リ ン 酸 を 失 っ た形の ヌ ク

レ オ シ ド （ア デ ノ シ ン ） は さ ら に 効果的 に 色素拡散

を惹起 した。しか し，

ij ボ ース を も失 っ た 塩基 （ア

デ ニ ソ ） に 対 して は 拡散反応が み られ な い 。
ADP

お よ び ATP は 明か な拡散作用を持 つ 。ア デ ニ ン 以

外 の ブ リ ソ 塩基 ，
ビ リ ミジ ン 塩基，お よ びそ れ らの

ヌ ク レ オ シ F ，ヌ ク レ オ チ ド （イ ノ シ ン
，
IMP

， グ

ア ニン ， グ ア ノ シ ソ
，
CTP ，ウ リ ジ ン ，　 UMP ，シ チ

ジ yCMP ）は い つ れ も色素拡散 を 生 せ ず ， 拡散作用

は ア デ ニ ソ の ヌ ク レ オ シ ド ， ヌ ク レ オ チ ドに 限 ら れ

る こ と が 明か とな っ た 。
メ チ ル キ サ ン チ ン （テ オ フ

ィ リ ン ，カ フ ＃ イ ン ） は 顕著 な メ ラ ニ ン 拡散 作 用 を

有 し ， サ イ ク リ ッ ク AMP の 細胞内蓄積 が色素拡散

に つ な が る こ とを示 して い る。以 上 の 結果は サ イ ク

リ ッ ク AMP 濃度 の 上 昇，低下 が メ ラ ノ ソ ーム の 拡

散，凝集 を生ず る とい う第 2 メ ッ セ ン ジ ャ
ー説を支

持す る もの とな っ た。ノ ル エ ピ ネ フ リン な ど の ア ド

レ ナ リ ン 性 α 刺激剤 や メ ラ トニン は ア デ ニ ル サ イ ク

レ ース 活性を制 え る こ と に よ り作用す る と推論 さ れ

る。 ATP な どの ア デ ニン ヌ ク レ オ チ ドや ア デ ノ シ

ソ は Bumst   k ら の い わ ゆ る プ リ ン 作動性神経 の 伝

達物質と して メ ラ ニ ソ 拡散 に 関与す る可能性も残 さ

れ て い る 。
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