






laK09 
ƒCƒlCDK Š ˆ • « ‰ » ƒ L ƒ i • [ ƒ [ ‚ Æ ‘ Š Œ Ý • ì — p ‚ · ‚ é ˆ ö Ž q ‚ Ì ’ P
— £ ‹ y ‚ Ñ ‰ ð • Í

ŽR’U”BŒ^•«•A”~“c•³–¾•A‹´–{•ƒ–è 1•A“à‹{”Ž•¶ (“Œ
‘å•E•ª•¶Œ¤•A l ” _ • … • È • E • ¶ • ¨ Œ ¤ )

• × – E Ž ü Š ú ‚ Ì • § Œ ä ‚ É ‚ ¨ ‚ ¢ ‚ Ä ’ † • S “ I ‚ È – ð Š „ ‚ ð ‰ Ê ‚ ½ ‚ µ
‚ Ä ‚ ¢ ‚ é ‚ Ì ‚ ª • A ƒ T ƒ C ƒ N ƒ Š ƒ “ ˆ Ë ‘ ¶ • « ƒ L ƒ i • [ ƒ [(CDK) ‚Å ‚  
‚é•B CDK ‚ É ‚ Í • ‚ “ x ‚ É • Û ‘ ¶ ‚ ³ ‚ ê ‚ ½ ƒ Š ƒ “ Ž _ ‰ » • ” ˆ Ê ‚ ª ‘ ¶
• Ý ‚ µ ‚ Ä ‚ ¨ ‚ è • A ‚ ± ‚ ê ‚ ç ‚ Ì ƒ A ƒ ~ ƒ m Ž _ Ž c Š î ‚ Ì ƒ Š ƒ “ Ž _ ‰ » • E
’ E ƒ Š ƒ “ Ž _ ‰ » ‚ ªCDK ‚ Ì Š ˆ • « ‚ Ì • § Œ ä ‚ É • d — v ‚ Å ‚   ‚ é ‚ ± ‚ Æ
‚ª ’m‚ç ‚ê ‚Ä ‚¢ ‚é•B CDK Š ˆ • « ‰ » ƒ L ƒ i • [ ƒ [(CAK) ‚Í•A T-

loop — Ì ˆ æ ‚ É ‚   ‚ é ƒ X ƒ Œ ƒ I ƒ j ƒ “ Ž c Š î ‚ ð ƒ Š ƒ “ Ž _ ‰ » ‚ · ‚ é ‚ ± ‚ Æ
‚É‚æ‚è•A CDK ‚ ð Š ˆ • « ‰ » ‚ · ‚ é ƒ L ƒ i • [ ƒ [ ‚ Å ‚   ‚ é • B ‰ ä • X
‚ Í • ð ” N “ x ‚ Ì – { Š w ‰ ï ‚ É ‚ ¨ ‚ ¢ ‚ Ä • A ƒ C ƒ l ‚ ÌCDK ‚ Ì ˆ ê ‚ Â ‚ Å
‚  ‚é R2 ‚ª CAK ‚ Ì ‹ @ ” \ “ I ‚ È ƒ z ƒ ‚ ƒ • ƒ O ‚ Å ‚   ‚ é ‚ ± ‚ Æ ‚ ð Ž ¦
‚·‚Æ“¯Žž‚É•A R2 ‚ ª •  ‚ È ‚  ‚ Æ ‚ à 3Ž í — Þ ‚ Ì • ¡ • ‡ ‘ Ì ‚ ð Œ `
• ¬ ‚ · ‚ é ‚ ± ‚ Æ ‚ ð ”  • \ ‚ µ ‚ ½ • B ‚ » ‚ ± ‚ Å • A Sundberg ‚ç ‚ ª ’P
— £ ‚ µ ‚ ½ ƒ | ƒ v ƒ ‰ ‚ Ì ƒ T ƒ C ƒ N ƒ Š ƒ “H ƒ z ƒ ‚ ƒ • ƒ O ‚ ð — p ‚ ¢ ‚ ÄR2

‚Æ‚ÌŒ‹•‡'•«‚ð two-hybrid1 – @ ‚ É ‚ æ ‚ è ‰ ð • Í ‚ µ ‚ ½ Œ ‹ ‰ Ê • A ‚ ±
‚ ê ‚ ç ‚ Ì ’ ` ” ’ Ž ¿ ‚ Í • ¨ — • “ I ‚ É Œ ‹ • ‡ ‚ · ‚ é ‚ ± ‚ Æ ‚ ª – ¾ ‚ ç ‚ © ‚ É
‚ È ‚ Á ‚ ½ • B ‚ ³ ‚ ç ‚ É • A • o ‰ è • y • ê ‚ ÌCAK • Ï ˆ Ù Š ” ‚ É ‚ ¨ ‚ ¢ ‚ Ä
R2 ‚ Æ ƒ T ƒ C ƒ N ƒ Š ƒ “H ‚ð‹¤”Œ»‚³ ‚ ¹ ‚½‚Æ‚±‚ë•A R2 ‚ Ì ‚ Ý
”  Œ » ‚ ³ ‚ ¹ ‚ ½ Ž ž ‚ É ” ä ‚ × ‚ Ä — } ˆ ³ Š ˆ • « ‚ ª • ã • ¸ ‚ · ‚ é ‚ ± ‚ Æ ‚ ª
– ¾ ‚ ç ‚ © ‚ É ‚ È ‚ Á ‚ ½ • B ‚ ± ‚ Ì ‚ ± ‚ Æ ‚ © ‚ ç • A ‚ ± ‚ Ì ƒ T ƒ C ƒ N ƒ Š ƒ “H
‚Í•A R2 ‚ Ì Š ˆ • « Œ ^ • ¡ • ‡ ‘ Ì ‚ Ì • \ • ¬ ˆ ö Ž q ‚ Æ ‚ µ ‚ Ä ‘ ¶ • Ý ‚ · ‚ é
‚Æ•l‚¦‚ç‚ê‚é•B

laK lO 
ƒ^ƒoƒR‚Ì NPK1 ƒuƒ•ƒeƒCƒ“ƒLƒi•[ƒ[ (MAPKKK) ‚Ì C ––•R‘¤—Ì
Iˆ½‚Ì‹@”\‚Æ•×–E“à‹Ç•Ý
Ell Œ Œ – ¿1•A•¼•l—³ˆê\Šâ•ì•G˜a 1•A’¬“c‘×‘¥ 2(' –¼‘å‰@•E
—••E•¶–½—••A 2 ‹ž‘å‰@•E—••E’l•¨)

ƒ^ƒoƒR‚Ì NPK1 ƒvƒ•ƒeƒCƒ“ƒLƒi•[ƒ[‚Í•A•×–E i ‘]•B‚É‚©‚©‚í
‚Á‚Ä‚¢‚é‚Æ•l‚¦‚ç‚ê‚é•B“Á‚É•A NPK1 ‚Æ‚»‚ÌŠˆ•«‰»ˆöŽq‚Å‚ 
‚é NACf ‚1 ƒLƒlƒVƒ“Œ†ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚Ì•×–EŽüŠú‚É‚¨‚¯‚é’~•Ïƒp
ƒ̂ •[ƒ“‚©‚ç•A NPK1 ‚Í M Šú‚É‚¨‚¢‚Ä‰½‚ç‚©‚Ì‹@”\‚ðƒŒ‚Ä‚¢‚é
‚Æ•l‚¦‚ç‚ê‚é•B NPK1 ‚Í•A‚»‚Ì•„’è‚³‚ê‚éƒAƒ~ƒmŽ_”z—ñ‚©‚ç•A
N ––•d‘¤‚ÌƒLƒi•[ƒ[—Ì I½̂‚Æ C –––·‘¤‚Ì”ñƒLƒi•[ƒ[—Ì‘‡‚É•ª‚¯
‚é‚±‚Æ‚ª‚Å‚«‚é•BƒLƒi•[ƒ[—Ì Iˆ½‚Í•AƒAƒ~ƒmŽ_”z—ñ‚É‰{ƒŒ‚Ä
MAPKKK ‚Æ—ÞŽ—‚µ‚Ä‚¨‚è•A•o‰è•y•ê‚Ì MAPKKf ‚‚Ì•ÏˆÙŠ”‚ð
‘Š•â‚Å‚«‚é•B NPK1 ‚Ì C ––ŽÈ‘¤”¼•ª‚É‚Í•AƒLƒi•[ƒ[‚Ì‹@”\’²
•ß‚ÉŠÖ‚í‚Á‚Ä‚¢‚é‚Æ•„’è‚³‚ê‚é‚¢‚‚Â‚©‚Ìƒ‚ƒ`•[ƒt‚ª‘¶•Ý‚·
‚é•B•Å‚à C ––•R‘¤‚É‹ß‚¢—Ì Iˆ½‚É‚Í•AŠĵ Ú•sƒVƒOƒiƒ‹ (NLS) ‚Æ
Žv‚í‚ê‚é”z—ñ‚È‚Ç‚ª‘¶•Ý‚µ‚Ä‚¢‚é•B–{Œ¤‹†‚Ì–Ú“I‚Í•A‚±‚Ì‚æ
‚¤‚È“Á’¥‚ð‚à‚Á NPK1 ‚Ì C ––‹Ñ‘¤‚Ì‹@”\‚ð‰ð–¾‚·‚é‚±‚Æ‚Å‚ 
‚é•B‚»‚±‚Å‰ä•X‚Í•A NPK1 cDNA ‚ð•A•c.r een Eluorescent 
Erotein (GFP) ˆâ“`Žq‚ÆŒ‹•‡‚µ‚Ä•Aƒ^ƒpƒRI‹g—{•×–E BY •E2 ‚É“±
“ü‚µ‚Ä•×–E“à‹Ç•Ý•«‚ð’²‚×‚½•B‚Ü‚½ C ––•d‘¤‚Ì NLS —»”z—ñ
‚ðŒ‡Ž¸‚³‚º‚½ NPK1 ‚É‚Â‚¢‚Ä‚à“¯—»‚È‰ð•Í‚ð•s‚Á‚½•B‚»‚ÌŒ‹
‰Ê•A‘S’·‚Ì NPK1 ‚Í”í‚É‹Ç•Ý‚·‚é‚±‚Æ•A NLS —»”z—ñ‚ðŒ‡Ž¸‚µ
‚½ NPK1 ‚Å‚Í•×–E’À‹à‘Ì‚É‘¶•Ý‚·‚é‚±‚Æ‚ª•ª‚©‚Á‚½•B‚±‚Ì‚±
‚Æ‚Í•A‚±‚Ì”z—ñ‚ªƒ^ƒoƒR•×–E‚Ì‚È‚©‚Å NLS ‚Æ‚µ‚Ä‹@”\‚µ‚Ä
‚¢‚é‚±‚Æ‚ðŽ¦•´‚µ‚Ä‚¢‚é•B‚³‚ç‚É‚±‚Ì”z—ñ‚ðŠÜ‚Þ C ––“L‘¤‚Ì
‚¨‚æ‚» 60 ƒAƒ~ƒmŽ_‚©‚ç‚È‚é—Ì̂ æ‚ª•A NPK1 ‚ÌŠˆ•«‰»ˆöŽq
NACK1 ‚Æ‘ŠŒÝ•ì—p‚·‚é‚±‚Æ‚ª•ª‚©‚Á‚½•B‚±‚ê‚ç‚ÌŒ‹‰Ê‚Í•A
NPK1 ‚Ì‹@”\’²•ß‚É‚Æ‚Á‚Ä•A C ––“L‘¤‚Ì”z—ñ‚ª•d—v‚È–ðŠ„‚ð
‚·‚é‚±‚Æ‚ðŽ¦‚µ‚Ä‚¢‚é•B
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laKll 
ƒ^ƒoƒRƒTƒCƒNƒŠƒ“D ‚ Ì ‹@”\‰ð•Í
’Ž•À•O•Œ•AŠÖ•ª•ŽÀ•A‰Í‘º˜aŒb•A•V–¼“Õ•F(“Þ—Ç•æ’[‘å•E
ƒoƒCƒIƒTƒCƒGƒ“ƒX)

‹ß”N•A•A•¨‚©‚ç•”‘½‚‚Ì•×–EŽüŠú•§Œäˆâ“`Žq‚Ìƒzƒ‚ƒ•
ƒO‚ª’P—£‚³‚ê•A•A•¨‚ÌG1Šú•§Œä‚Í•y•ê‚É”ä‚×“®•¨‚É‚æ
‚è‹ß‚¢‚±‚Æ‚ª–¾‚ç‚©‚É‚È‚è‚Â‚Â‚ ‚é•B“®•¨‚Å‚ÍƒTƒCƒNƒŠ
ƒ“ D ‚ÍƒTƒCƒNƒŠƒ“ˆË‘¶•«ƒLƒi•[ƒ[ (CDK4 ‚Ü‚½‚Í
CDK6) ‚Æ•¡•‡‘Ì‚ðŒ`•¬‚µ•A Rb ‚ðƒŠƒ“Ž_‰»‚·‚é‚±‚Æ‚É‚æ
‚è•×–E‚ð SŠú‚É“±‚•B

‰ä•X‚Íƒ^ƒoƒR‚©‚çRb ˆâ“`Žq‚Æ cdc2a ˆâ“`Žq‚Ì ‘¼‚ÉƒT
ƒCƒNƒŠƒ“D ˆâ“`Žq‚ð 4 Ží’P—£‚µ•AƒpƒLƒ…ƒ•ƒEƒCƒ‹ƒX”Œ»
Œn‚ð—p‚¢•Aƒ^ƒoƒR‚Å‚ÍƒTƒCƒNƒŠƒ“D ‚ª Cdc2a ‚Æ•¡•‡‘Ì‚ð
Œ`•¬‚µ•AƒqƒgRb ‚ðƒŠƒ“Ž_‰»‚·‚é‚±‚Æ‚ð‘O‰ñ‚Ì‘å‰ï‚Å•ñ
••‚µ‚½•B•¡‰ñŠîŽ¿“ÁˆÙ•«‚ðŒŸ“¢‚µ‚½Œ‹‰Ê•AƒTƒCƒNƒŠƒ“D
/Cdc2a •¡•‡‘Ì‚Í in vitro ‚Åƒ^ƒoƒRRb ‚ ¨ ‚ æ ‚ ÑHistone HI ‚É
‘Î‚µ‚ÄƒLƒi•[ƒ[Šˆ•«‚ðŽ¦‚·‚±‚Æ‚ª•ª‚©‚Â‚½•BŒ»•Ý•A•V‚½
‚É’P—£‚µ‚½Cdc2b ‚ð—p‚¢‚Ä“¯—l‚ÌŽÀŒ±‚ð•s‚Á‚Ä‚¢‚é•B

“®•¨‚Å‚ÍƒTƒCƒNƒŠƒ“D ‚É‚Í 2 ƒJ•Š‚ÌƒŠƒ“Ž_‰»•”ˆÊ‚ª‘¶
•Ý‚µ‚Ä‚¨‚è•A‚»‚Ìˆê•û‚ªƒTƒCƒNƒŠƒ“ D/CDK •¡•‡‘Ì‚ÌƒL
ƒi•[ƒ[Šˆ•«‚É•K•{‚Å‚ ‚é‚±‚Æ‚ª’m‚ç‚ê‚Ä‚¢‚é•Bƒ^ƒoƒR‚Ì
ƒTƒCƒNƒŠƒ“D ‚É‚àƒŠƒ“Ž_‰»•”ˆÊ‚ª•Û‘¶‚³‚ê‚Ä‚¢‚é‚±‚Æ
‚©‚ç•AƒAƒ~ƒmŽ_’uŠ·•ÏˆÙ‘Ì‚Ì•ì•»‚É‚æ‚è‹@”\‰ð•Í‚ðŽŽ‚Ý
‚Ä‚¢‚é•B

‚Ü‚½•A 4 Ží‚ÌƒTƒCƒNƒŠƒ“Dˆâ“`Žq‚Ì”Œ»—lŽ®‚ð‰ð•Í‚·
‚é‚½‚ß•Aƒ^ƒoƒR”|—{•×–E‚ð—p‚¢‚Ä•×–EŽüŠú‚É”º‚¤”Œ»‚ð
‰ð•Í‚µ‚½Œ‹‰Ê•AG2/M Šú‚É”Œ»ƒŒƒxƒ‹‚ª•ã‚ª ‚éˆâ“`Žq
‚ª‚ ‚é‚±‚Æ‚ª‚í‚©‚Á‚½•BŒ»•Ý•A•A•¨ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“‚â’Y‘f jŒ‚́É
‘Î‚·‚é‰ž“š•«‚ð‰ð•Í‚µ‚Ä‚¢‚é•B

laK12 
DNA •‡•¬‚Íƒvƒ•ƒgƒ“•Á”ï”½‰ž‚Å‚ ‚é•[”|’n‚ÌƒAƒ‹ƒJƒŠ‰»

—Û—Û‘Â•ô•A–î•è–F–¾•A j ç̂•}”í̂ễY(”_•…•È•E•¶•̈Œ¤)

ƒŠƒ“Ž_‹Q‰ì•×–E‚É–³‹@ƒŠƒ“Ž_ (P j)‚ð—̂‚¦‚é‚Æ—êÕ‚É•×–E•ª—ô‚ð̃̂“±‚Å‚«

‚é•B–Ô–ì‚ç (1983) ‚Í‚±‚ê‚ð—̃—p‚µ‚Äƒjƒ̀ƒjƒ̀ƒ\ƒE•×–E‚Ì“̄’²•ª—ô‚É•¬Œ÷‚µ

‚Ä‚¢‚é•B‰ä•X‚Íƒjƒ̀ƒjƒ̀ƒ\ƒE•×–E‚É‚æ‚é Pi ‹zŽû‹@•D‚ðŒ¤‹†‚µ‚Ä‚¢‚é•Û•A”ä

Šr“I‘½—Ê‚Ì Pi ‚ð“Š—̂‚µ‚½Œã‚É‹ô‘R•Aƒvƒ•ƒgƒ“ƒVƒ“ƒ|•[ƒg‚Æ‚Í–³ŠÖŒW‚Ì•î’n

pH ‚æ•̧‚ðŠÏŽ@‚µ‚½•B–ñ 20 ŽžŠÔ‚Åƒs•[ƒN‚Æ‚È‚é‚±‚Ì pH •ãŠE‚Í•×–E•ª—ô‚ÖŒü

‚©‚¤ (G •C-S-M Šú)Œ̀‘Ô‚Ì•×–E‘•‰Á‚ð”º‚¢•A aphidicolin ‚Å—}•§‚³‚ê‚é•B“®

•̈•×–E‚Å‚Í”|’n pH ‚ð•l̂×“I‚ÉƒAƒ‹ƒJƒŠ‘¤ l‚±’²•ß‚µ‚Ä SŠú‚ð‘Ð“±‚Å‚«‚é•A‚ 

‚é‚¢‚Í•A mitogen ‚Å—U“±‚·‚é‚Æ SŠú‚É•×–EŽ¿‚ªƒAƒ‹ƒJƒŠ‰»‚·‚é‚Æ•ñ••‚³‚ê‚Ä

‚̈‚è•A•×–EŽ¿‚ÌƒAƒ‹ƒJƒŠ‰»‚ªƒ̂ƒ“ƒpƒN•EŠjŽ_•‡•¬‚ð‘£•i‚µ•A•×–EŽüŠú‚ð•i

•s‚³‚¹‚é‚½‚ß‚Æ•à–¾‚³‚ê‚Ä‚¢‚é (Busa and Nuccitelli . 1984) •BŽÀ•Û•A‘½‚‚Ì

�D�N�M�~ 0ê0á0é0ü0¼0n•ó•i�p�H 0o�8�-�9 0g0B0‹0S0h0Lwå0‰0Œ0f0D0‹�(�G�e UO0��n�. 198 

2) •B‚µ‚©‚µ•A•×–EŽ¿‚ªƒAƒ‹ƒJƒŠ‰»‚·‚é‹@•\‚Í’m‚ç‚ê‚Ä‚¢‚È‚¢•B

ŠÏŽ@‚³‚ê‚½•×–EŒ̀‘Ô•Ï‰»‚ð”º‚¤ t‰¹’n pH ‚Ì•ã•̧‚Í•A•×–E“à•”‚Å‰½‚ç‚©‚Ì

ƒvƒ•ƒgƒ“•Á”ï”½‰ž‚ª•i•s‚µ‚Ä‚¢‚é‚±‚Æ‚ðŽ¦‚µ•A‚±‚ê‚Í DNA--f-ƒŠƒ•ƒ‰•[ƒ[”½‰ž

‚»‚Ì‚à‚Ì‚Å‚ ‚é‚ÆŒ‹̃_‚µ‚½•B•×–E“à‚Ì Pi 2-‚ª DNA ‚Ì phosphodiester Œ‹•‡‚É

‘g‚Ý•ž‚Ü‚ê‚é‚Æ 1‰¿‚Ì‰AƒCƒIƒ“ (R o- P“ ¯ • [ OR‚¤‚É‚È‚é‚Ì‚Å•A 1Œ‹•‡“–‚½‚è 1ŒÂ

‚Ìƒvƒ•ƒgƒ“‚ª•Á”ï‚³‚ê‚é•B•]‚Á‚Ä•A DNA •‡•¬‚ªŠJŽn‚³‚ê‚é‚Æ•×–E“à‚ÍŽ©“®

“I‚ÉƒAƒ‹ƒJƒŠ‰»‚µ•A‚à‚µ DNA ƒ|ƒŠƒ•ƒ‰•[ƒ[‚ªƒAƒ‹ƒJƒŠ‰»‚É‚æ‚Á‚ÄŠ̂•«‰»‚·

‚ê‚Î•A DNA •‡•¬‚Í‰Á‘¬“x“I‚É•i•s‚·‚é‚Å‚ ‚ë‚¤•B“̄—l‚ÌŒ»•Û‚Í•—Ê‚ÌƒŠ

ƒ“Ž_‚ð—̂‚¦‚½Œã•A anoXJa •̂—•‚É‚æ‚Á‚Ä‚à“{“±‚Å‚«‚½•B



2aKOl 

単離したシヤジク藻節間細胞細胞壁からの電解質水

溶液中でのCa2
+イオンの遊離

清沢桂太郎 (大阪大院・基礎工・生物工学)

シヤジク藻節間細胞は、 KCl，MgC12， BaC12 
(Kiyosawa an d Adachi， 1990)，及びNaCl

(Katsuhara and Tazawa， 1986; Tufariello et al.， 

1988)水溶液中に入れると死ぬ。しかし、適当量の

Ca
2
+を添加すると、それらの電解質水溶液中で長期

間生存できる。 Kiyosawaand Adachi (1990)は単

離した節間細胞細胞壁を、上記の電解質水溶液に浸

した後、残存するCaを稀薄HCl水溶液で抽出して、

原子吸光法で測定し、上記電解質水溶液中でCa
2
+が

遊離してくることを見いだした。今回の実験では、

単離した節間細胞細胞壁からのCa
2
+イオンの純水、

KCl， N aCl， MgC12，及びBaCl/.K溶液中での遊離をカ

ルシウム電極で測定した。その結果、 Ca
2
+は純水中

でも遊離してくること、しかし、その後で上記電解

質水溶液に浸すとさらに多量に遊離してくることが

分かった。

2aK02 
シヤジクモ節間細胞原形質膜の刺激受容初期イオン過

程 :顕著な外向き電流の性質について

主出担塾」筒井泉雄野坂修一大島蛾伸(島根大・

生物資源・生物科学岡崎生理研・生体腹、 2滋賀医・

麻酔科)

シヤジクモ節問細胞の刺激受容後の初期イオン過程を

電圧固定法により銅べている。膜電位を・200mVより 20

mV刻みに +60-+100 mVまで方形波により 40-100

mSの時間だけ変えたとき、膜電位の・100mVより正側で

顕著な外向き電流パターンが出現する。この電流パター

ンは人工池水の組成である KC1，NaCl， MgCI2， CaCh， 

TESbufferのいずれのイオンも、単独のまE成でイオン濃度

が 0.02から 0.1mM以上であるやはり、膜電位の・100

mVより正側で記録された。通常人工池水に組成として含

まれない温化コリンでも問機のパターンが観測された。

イオン濃度を 0.02mMに保ち、幾種類か糖により浸透圧

のイオンチャンネル開口への影響を調べたが、イオンチ

ャンネルの開口は記録されなかった。従って、イオン濃

度(強度)に感じて開口するチャンネルと結鵠できる。
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2aK03 
オオシヤジクモ節間細胞の高濃度カリウム存在下にお

ける起電機構

量生盤星 (姫路工大 ・理・生命)

植物細胞において、細胞外液のカリウム濃度を上げ

ると膜電位は脱分極し、膜抵抗は低下する。これは膜

電位発生にカリウムの濃度勾配による受動電位が関与

していることによる。しかしながら、膜電位と膜抵抗

のカリウム濃度変化に対する反応の程度は報告によっ

てさまざまである。本実験で用いたオオシヤジクモの

節間細胞においてはO.1mMKCl存在下での膜電位は

-200mV程度であった。外液KCl濃度を100mMに上げて

も膜電位は160mV程度の分極状態にあり、膜抵抗も高

い値が維持された。細胞によっては、電気または機械

刺激を与えない限り、 100mM KCl存在下においても

このような分極状態が1時間以上も維持された。外液の

カリウム濃度が100mMの状態で、はイオンの濃度勾配に

よる受動電位はほぼゼロであり、測定される膜電位の

ほとんどは起電生プロトンポンプによって発生する能

動的な成分であると考えられる。プロトンポンプ阻害

剤を用いた実験などによって、高濃度カリウム存在下

における電位発生について解析した。

2aK04 
走査型二重水膜電極法による Charaの電気的細胞間連
絡の測定
緒方惟昭(産業医大、産業保健、第一生体情報)

[材料と方法] ，-走査型水膜電極法、 Ogatal983-Jを改
変した「走査型二重水膜電極法Jにより、 0IanJの二連
節間細胞(節間緬胞a/節細胞n/節間細胞b)を用い、
材料の両端聞に流す一定の電流(企I)と 二枚の水膜
電極聞に生じる電位変化(D..V)との相関を求めた.ま
た、生体膜に関する電気的等価回路 (Philippson.1921 ) 
を適用して (a/n問、 a/n/b問、およびn/b間)
の見かけの抵抗 (Rm、R i) .および見かけの電気容
量 (Cm)の算出を試みた. この方法では、 A)電極
が藻体に直接触れていないので、細胞に対する物理的刺
激は無視出来る. B)材料が湿室中に有るので、細胞表
面(主に細胞壁)と内部(主に液胞)を流れる電流の比
は10-3以下になる. また、電圧応答から、 C) Impe-
danceの周波数依存性 (0-100Hz)が求められ、 D)電
極の位置を固定することで、それらの時間的変化が観察
可能となる.
[結果と考察]節間細胞a&bの見かけの抵抗、 Rm.
Rmbは8* 10-3Qmペ節間細胞を介した抵抗、 R mn

は4*10-2Q m2であった.温度変化 (20-300C)に対
lRm. Rmb、Rmn は共に+の相聞を示した. しか
し、 Rmn の応答には時間的遅れがあったの対し Rm. 
Rmbには有意な時間の遅れは無かったまた、節間細
胞aの膨圧低下によるR mの増大は、 a/n聞にのみ観
察された. これらのことは、電子顕徴鏡などで観察され
ている Plasmodesllataによる細胞関連絡の制御が生理的
過程によって進行していることを示すものである.




