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　 ア フ リ カ ツ メ ガ エ ル 腹腔 か ら得 られ た マ ク ロ フ ァ

ージ （MP ） の 性質を ヒ ッ ジ 赤血球 （SRBC ）を 用 い

て 検討 し 次 の よ うな 結果 を得 た 。 1）無処理 SRBC

は ほ とん ど MP に 付着せず，貪食 も さ れ な い 。

2 ）初回免疫後 5週間 （3 回免疫） し て 得 ら れ た

ッ メ ガ エ ル 抗 SRBC 血清 で 処 理 さ れ た SRBC は 効

率 よ く MP に 付着 し貪食 され る。 3） 2 ） の 抗血

清 を 56℃ 30分 前処 理 す る か．また は SRBC と反応

させ る際に EDTA を 加え る と MP と 反 応 す る

SRBC の 割合は 低 くな る。4 ） 3 ） で 得 ら れ た抗体

一SRBC 複合物 を 1／400 正常 ッ メ ガ エ ル 血清 で 処理

す る と低下 して い た 反応が 回 復す る。こ こ で の 有効

成分は補体と考え られ る 。 5） 4） に お け る補体 の

介在 に よ る SRBC と MP との 反応 は EDTA 存在

下 で 阻 害 を 受 け ，Mg ＋’
また は Ca ＋＋

の 存在 が 要求

され る。 6 ）補 体 の 関与 が な い 場合，免疫 5 週間後

（3 回 免 疫 ） の 抗 血 清 で 処 理 さ れ た SRBC の MP

と の 反応は 比較的穏やか で あ るが ．高度免疫 15週間

後 （9 回免疫） の 抗 血 清 で 処理 された もの の 反応 は

前者に 比較 し 極 め て 激 しい 。両抗血清問に は SRBC

凝集活性 で差が見ら れな い こ とか ら，こ の 差 は 抗体

種 の 差 （高分子型 IgM と低分子型 王gY ）を 反映 し

て い る もの と考 え られ る。7 ） 6）に お け る抗体の

み に よ る と考 え ら れ る SRBC と MP の 反応は 5 ）

と異な り，2 価 の 陽 イ オ ソ を必要 とせ ず EDTA 存

在下 で は む しろ 促進され る 。
こ の こ と か ら MP に

は 補体 と抗体 に 対す る異 な っ た リ セ プ タ ーが存在す

る もの と思われ る。 IgM と IgY に 対す る リセ プ タ

ーが 同 じもの か 異 な る もの か は 現在 の とこ ろ 不 明 で

あ る 。 8）抗 SRBC 血 清で MP を前処理 し て お く

と MP は 無処理 SRBC と も強 く反応す る よ うに な

る （MP の 武 装 化現象）。
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　 ア フ リ カ ツ メ ガ エ ル の 代表的末構 リ ソ バ 器官 で あ

る脾臓 は ．赤髄，白髄が 明瞭に 区別 され， SH −thy−

midine で ラベ ル した リ ソ パ 球を 注 入．追跡 した結

果か ら，胸腺由来 リ ン パ 球 は 主 に 前者に ，胸腺非依

存性 リ ン パ 球 は 両者に 分布す る 可能性 が大 きい こ と

が 示唆 され た （一昨年 本 大 会 ）。こ の カ ：L ル の 末 梢

リン パ 球 の うち表面免疫 グ ロ ブ リン 陽性細胞 は胸腺

非依存 性 と考 え て よ い こ とが判 っ て い る の で ，脾臓

内の 胸腺非依存性 リ ソ パ 球 の 分布を よ b直接 的に 知

る た め に ，抗 ッ メ ガ エ ル 免疫 グ P ブ リ ソ 血 清を用 い

た 間接螢光抗体法で ．表面免疫グ ロ ブ リ ン 陽 性 リ ソ

パ 球と抗体産生細胞 の 分布を 調 ぺ た 。その 結果 螢

光 を 示す細胞 は 白 髄 全 体 と赤髄 の
一部に 見 られ た。

また ，ヒ ト γ
一グ ロ ブ リ ソ に よ り抗原刺激をす る と，

強 い 螢光を 示 す 細 胞 が 白髄 の や や 周 辺寄 りの 領域 に

非常 に 多数出現し た．こ れ らの 結果 を さ らに 確 か め

る た め に 電子顕微鏡1・C よ る 観察を行な っ た と こ ろ，

免疫前 で は ご く少数 の プ ラ ズ マ 細胞が赤髄．白髄に

見 られ る の み で あ っ た が，免疫後 の 脾臓で は特に 白

髄で の プ ラ ズ マ 細胞 の 増加 が顕著 で あ り．こ れ ら の

細胞が強い 螢光を示す細胞 に 対応す る と思 わ れ る。

以上 の 結果 よ り，こ の カ エ ル の 白脾髄は 主 と し て 胸

腺非依存性 リソ パ 球 か ら成 る こ とは 明らか で あ り，

さ らに 抗原刺激 に よ る胸腺非依存性 リ ソ パ 球 の 分化

の
．・

韻1が起る場所 で もあ る こ と が 示唆 さ れ た 。こ れ

ら の こ と は ，ア フ V カ ツ メ ガ ニ ル の 赤脾髄、白脾髄

が ．高等脊椎動物 に お け る そ れ ら と形態学的｝こ は類

似して い る に も関ら ず，必ず し も機能的に
一

致 し な

い こ と を意味す る と思わ れ る。
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