
The Zoological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Zoologioal 　Sooiety 　of 　Japan

一 般 講 演 （生理）

各種鱗翅類昆虫複眼の ERG による分光反応の比較
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　鱗翅類昆虫の 14科 35種 に っ い て 複眼 か ら分光反応

曲線 を ERG に よ る電気生理学的方法 で 記録 し 鱗翅

類 の 行動 と 関連づ け て 考察した 。光刺激 は 等光量 子

数 に 調 整 さ れ た 383nm か ら 700nm の 範囲 で 約 20

nm お きに 与えた 。 す べ て の 種 は 3〜 4飼 の ピ ーク

を 示 す が ，そ の うち の 2 個，即 ち紫 外線部 と青 （460

nm ） の ピ ー
ク は す べ て の 種 に 共通 し て み られ る 。

他 の 1 個又 は 2個 の ピークは 500nm −・620nm の 範

囲 に あ り．そ の えmax は 種 に よ り，ま た は 科に よ

り異 っ て い る 。
タ テ ハ チ

ョ
ウ 科 の 蝶は最大 ピ ーク は

560〜580nm 付近 に 見 ら れ今回 調 べ た 中で は 最長波

長域 に えmax を持 っ て い る る 。　シ ロ チ ョ ウ 科 と シ

ジ ミ チ ョ ウ 科 の 蝶 は 紫外部に 最大 ピーク を 示 し 長波

長域 に あ る第 二 の ピーク よ り高い 感度 を示 す。ジ ャ

ノ メ チ ョ ウ 科，
−
7 ダラ チ ョ ウ科，セ セ リ チ ョ ウ科 の

蝶と ア ゲ ハ モ ドキ を 除 く昼 行 性 の 蛾 は 同 じ よ うな 分

光反応曲線を 示 し最大 ピ ーク は 50α〜520nm に あ

る 。ア ゲ ハチ ョ ウ 科は ア オ ス ジ ア ゲ ハ を 除 き最大 ピ

ー
ク は紫外線部 か 460nm の どち らか に あ る。夜行

性 の ス ズ メ ガ 類 は 最大 ピーク は 540nm に あ る。他

の 夜行 性 蛾 は 3又 は 4 個 の ピ ーク を示 し ．そ の 相対

的感度は 種に よ っ て異な っ て い る。こ の よ うな科 に

よ る ，ま た 種 に よ る分 光感度 の 違 い は 蝶 や 昼行性蛾

で は 色覚 に よ る配偶行動や訪花吸蜜行動と密接 に 関

係 して い る と思 わ れ る。夜行性蛾 で は 彼等が 活動し

て い る 夜問 の 光 （月 と星） に は 含 ま れ て い な い 紫外

線部 に も高 い 感度を示 した が ，蛾に お げ る紫外線受

容細胞 の 存在意義は今後の 興味あ る問題点 で あ る 。
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マ ガキにおける心房 と 心室の活動リズ ム に つ い て
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　 マ ガ キ の 心 臓 は ，2 心 房 1 心室か ら成 り，拍動 は

心 臓 を 構成 す る 心 筋細胞 の 自動性 に 起因す る と推定

さ れ て い る 。 また 高等脊椎動物 の 心臓に み られ る よ

うな興奮伝導系 の 存在 は 明 ら か で は な い 。 しか しマ

ガ キ の 心房 と心 室 に は ，相互 に 係わ り合 い を もっ て

拍動し て い る と示唆され る現象が み られ る。

　 こ の 関係を調べ る た め に ，吸引電極を用 い そ れ ぞ

れ の 活動電位 を 同 時 に 記 録 し た 。生体の ま ま の マ ガ

キ の 四 心腔に 正常海水 を注 ぎ心臓の 外側を灌流する

と，房室の リ ズ ム を 安定 し て 規則 的 に 拍動 させ る こ

とが で きる。さ らに 灌流 を 止 め て 不 規則 な リ ズ ム を

生 じ さ せ る こ ともで きた。こ れらの と きの 活動 リ ズ

ム を 調 べ る と．房室が お 互 い に 対応し て 規則的 に 活

動 し て い る 心 臓 に お い て は ，活動周期 が 比較的
一

定

し て い る 。 また 対応が 乱れ 不 規則 な 活 動 を 示 す 心臓

で は ．周期 が 著 し く変動 し た。特 に 心房は 不 規則な

リズ ム に な る傾向 が 強 く，周 期 の 変動 の 幅 は 心 室に

比 べ て 大きか っ た。こ の とき の 心房 の 活動は 全 く不

規則 とい っ た もの で は な く，長 い 周期 で リ ズ ム が 変

動す る な ど．不規則 の 中に もある 規則性が存在す る

と考 え ら れ る こ と が 多 か っ た。さらに 心房 の 活動周

期 を も と に し て み る と，心 室 の 活動が心 房 よ り遅れ

る に 従 い ，心房 の 周期は 長 くな る傾向が み られ た 。

ま た逆 に ，心室 の 活動周期 を も とに して み る と．そ

の 中間 に 心房 の 活動が起 こ っ た ときは，心室の 1 周

期の 長 さ に も変動 が あ っ た。

　 以 上 の 結果か ら，心 房 と心室は相互 に 関連 し 合 っ

て 活動し て い る と考え られた 。 こ の 相 互作用 に つ い

’
て は ，さ らに 実験を 垂 ね て 明らか に し た い と考え て

い る 。
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