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カエ ル視細胞の 暗順応機構 ICa イオ ン の 効果

東真美 （大阪教育大 ・保健），東克 （大阪医大 ・ 生

物）

Dark　adaptation 　 in　 frDg　photoreceptor 　I．　 The

effect 　 of 　 ca ⊥ciuln 　ion

MAsAMI 　 AzUMA ，
　 KATSU 　AzUMA

　 ウ シ ガ エ ル の 灌流剥離網膜 で 視細胞起 源 の fast

P 皿 を測定 し，視細胞 に お け る 暗順応過程，特 に 視

物質の 退色が無視 し得 る 明順応後 の neural 　adap −

tation に 対す る Ca イ オ ン の 効果 を 調べ た 。 灌流液

中の Ca イ オ ン 濃度を O．1nlM 以下 に す る と，あ る

範囲 の 光強度 に よ る 明順応 後暗順 応 10秒 か ら数 10秒

の暗順応初期に fast　p 田 の 大 きさが 明順 応前 よ り

も著 し く増大 し た 。暗順応に くら べ て閾値が約 2　log

増大す る よ うな強度 の 順応光 で 10数分 明順応す る

と，そ の 効果は 最も著 しい 。 さらに 強 い 光 に よ る 明

順応 で は そ の よ うな現象は お こ ら な い 。単に 明顧応

前よ り小さ くな っ た fasし P 皿 の 大 きさ が 回復 して

い くの み で あ る。又 ，Ca イ オ ン 濃度 を 1mM に 上 げ

る と ， ど の よ うな強さの 明順応後 で も，暗噸応初期

の fast　P 皿 の 大 きさの 増大 は お こ ら ない 。完全暗

順応，明順応，暗順応初期 の 刺激応答 曲線 の 比較 お

よ び fast　pm の 波長依存性を調べ た 結果．暗順応

初期に は 桿体起源 の 最大応答 が 大 き くな り感度 も増

大 して い る こ とが明 らか に な っ た 。

一
定時間 の 明順

応 で は 視細 胞膜 の Na イ オ ソ に 対す る透過性が 低下

した 状態 が続 くの で ， 細胞 内 Na の イ オ ン 濃度 の 低

下 とK イ オ ン 濃度 の 増加が お こ り，Na−K 電池 の 起

電力が 大 き くな る と考え られ る 。 従 っ て 暗順 応過 程

は，Na イ オ ソ に 対する透過性 の 回 復 とイ オ ン 分布

の 回復を含 む過程 と み な さ れ る 。 前者が後者 に くら

べ て充分お そければ暗順応初期 の 感度 の 増大 は お こ

ら な い し．逆 に 前者 の 方がは やければ感度 の 増大が

お こ る e 外液 Ca イ オ ン の 増大 や 順 応光強度 の 増大

は，膜 の Na イ オ ソ に 対す る透過性 の 回復 を お くら

せ るた め イ オ ン 分布の 回復の 方が は や くな り，結局

暗順応初期 の 感度増大は現わ れ な い
。
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暗黒生活 582代の シ ョ ウジ ョ ウバ エ にみ られ る行動

の変化
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Behavior 　 change 　of 　D 厂osephela 　melanogaster

kept　in　total　darkness　during　 582　generations

SYUITI 　 MoR1 ，　 MICHIO 　IMAFUKU

　環境の 変化と生物の 諸性質 の 変化に 関連があ るか

ど うか を調 べ る 貝的 で ，シ
ョ ウ ジ

ョ
ウ バ ェ を暗黒中

で 飼育し，行動 に お こ る変化を調べ て きた 。その 108

代 ま で （約 4 年間） の 結果 に つ い て は すで に 報告し

た （森 ・柳島，1959）。 その 概要は． ♂ ♀共 に 暗黒

生活 を 送 っ て きた もの が 自然光状態 で 飼 っ て きた も

の に 比 べ て．光 に 対 して鋭敏に反応 し．また 38代暗

黒飼育 の 後自然 の 光環境 に 返 して も，10 〜 20代 は 対

照 との 問 に 差が続 く，とい うこ とで あ っ た 。

　今 回 報告す る の は ，そ の 582 代 （約22年間） の 経

続暗黒飼育 の 結果 で あ る 。 Ci＞原 則 的結果 は 前 回 報告

の もの とは変わ らず，暗黒飼育 の もの が 光 に 対 して

鋭敏 に 反応す る。（ロ）6 で は Phototaxis も　Photo ・

kinesisも差がで きて い る と考え られ る の に 対 し，9

で は Phototaxis の 差 は あ る が，　 Phot。kinesisの

差は な い 。の交配実験 の 結果 は 遺伝的要素 が 関係あ

る ら しい こ とを物語 っ て い る。←結 黒飼育 の もの を

自然 光環境に 返 す 実験を92代 目 か ら行な っ た と こ

ろ，自然環境 へ 返 して後 117 代た っ て もまだ 明瞭 に

対照 と実験の 間 の 差が認め られ た 。

　 なお 行動 に お こ る 変化 と して ，発酵イ ース ト培地

に 対する嗅覚反応に差がある こ と （鈴木．1969）及

び 羽化 日 週期現象 に も差 が あ る こ と （森．鈴木，柳

島，1964）が分か っ て い る こ とを付記 して お く。
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