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緒 論

蓮 勤 神 經 系 統 ニ於 ケル 「ク ラ ー レ」毒 ノ作 用 機 轉 ニ就 テ ハ 其 ノ毒 ノ作 用 ス ル部 位 ハ蓮 動 神 經 末 端 ニ ア リ ト

ハClaude Bernatrdノ 實 驗 ニ ヨ リテ 周 ク知 ラ レタル 處 ナ リ. Kuhne及 ビ Ｌaugleyハ 「ク ラ ー レ」ノ作 用 ス ル

ハ 蓮 動 神 經 末 端 其 ノモ ハニ ア ラズ シテ 凡 ソ神 經 及 ビ筋 肉 接續 部 ニハ神 經 ニ モ屬 セ ズ 筋 肉 ニ モ屬 セザ ル 或 ル

特 種 ノ物 質 存 在 シ神 經 亢 奮 其 ノ末 端 ニ達 ス レバ 其 ハ刺 戟 ニ ヨ リ自 ラ興 奮 ヲ起 シ 更 ニ筋 肉 ニ興 奮 ヲ傳 播 シテ

其 ノ攣 縮 ヲ起 サ シム ル モ ノナ ル ベ ク此 ノ特 種 ノ装 置 ヲReceptorト 名 ヅ ケ「クラ ー レ」毒 ハ 此 ノReceptorヲ

麻 痺 セ シム ル モ ノナ ル事 ヲ報 告 セ リ.然 ル ニLapicqueハ 更 ニ最 新 説 ヲ發表 シテ 日 ク「ク ラ ー レJハ 筋 肉 ノ
リ

攣 縮 物 質 ニ直 接 ニ作 用 シテ 筋 肉 輿 奮 機 轉 ニ變 化 ヲ及 ボ シ其 ノ「ク ロナ キ シ ー」ヲ延 長 セ シム ル モ ノ ニ シテ 神

經 及 ビ筋 肉 ニ於 ケル 「ク ロナ キ シ ー」ハ常 ニ極 メテ相 接 近 セ ル値 ヲ保 タザ ル べ カ ラザ ル モ ノナ ル ヲ以 テ 「ク

ラ ー レ」 ノ作 用 ニ ヨ リ筋 肉 ノ 「ク ロナ キ シ ー」ニ延 長 ヲ來 ス時 ハ神 經 亢奮 ハ 筋 肉 ノ興 奮 ヲ誘 起 ス ル能 ハザ ル

ニ至 ル べ シ,故 ニ「ク ラ ー レ」ニテ 中 毒 シ タル 筋 神經 標 本 ニ於 テ ハ神 經及 ビ筋肉 各 自 ハ興奮 性 ハ 失 ハ レザ ル

ニ モ係 ハ ラ ズ間 接 刺 戟 ニ ヨ リ其 ノ筋 肉 ノ攣 縮 ヲ見 ル能 ハザ ル ナ リ ト.最 近 神 中,東 兩 氏 ノ實 驗 成 績 ハ濃 度 ヲ

異 ニ.セル 「ク ラ ー レ」 溶 液 ヲ作 用 セ シ メタ ル筋 肉 標 本 ニ於 テハ 各 其 ノ 「ク ロ ナ キ シ ー」(t2λ)ヲ 異 ニ シ濃度

ヲ増 ス ニ從 ヒ其 ノ延 長 ヲ來 セ ル 事 ヲ示 シ,又Vogelハ 稀 薄 ナ ル「ク ラ ー レ リ ンゲ ル」溶 液 中(0.01%)ニ 蛙 ノ

筋 神 經 標 本 ヲ浸 シ10分 間 毎 ノ間隔 ノ下 ニ其 ハ「ク ロナ キ シ ー」ヲ測 定 シ 「クラ ー レ」毒 作 用 ハ進 行 ニ應 ジテ

「ク ロナ キ シー」ノ延 長 ヲ認 ム ル ヲ以 テ ラ ビ ツク ハ説 ヲ肯 定 シ得 べ シ ト報 告 セ シモ,「 ク ラー レ」中 毒 ニ際 シ

テ ハ其 ノ進 行 ニ應 ジ時 々刻 々「レオバ ー ス」ハ著 明 ハ變 化 ヲ來 ス モ ノナ レバ斯 ク ノ如 キ 「レオ バ ース 」ヲ根 據

ト シテ 其 ノ「ク ロナ キ シ ー」ヲ測 定 ス ル ハ 誤謬 ヲ起 シ易 キ恐 レ多 カ ル べ ク依 テ余 ハ次 ニ述 ブル ガ如 キ種 々 ナ

ル方 法 ノ下 ニ完 全 ニ「ク ラ ー レ」中毒 セ シ メ タル蛙 ノ腓 腸 筋 及 ビ縫 匠 筋 ニ就 テ 其 ノ「ク ロナ キ シ ー」ヲ正 常 ナ

ル モ ノ ト比 較 測 定 ヲナ シ ラビ ツ ク ハ新 説 ニ對 シ實 驗 的 批 判 ヲ下 リ ン トセ リ.

實 驗 其 ノ1

蛙 ノ一側 ノ後肢 ニ於テ股動静脉ヲ結紮 シ其ノ上腿中央部ニ於テ大腿骨以外 ノ全組織テ切斷 シ

テ下腿部 ト他部 トノ液流ヲ遮斷 シ デ健康部ノ皮下ニ0.1-0.3%「 クラー レリングル」溶液ヲ體

重1gニ 對 シ0.02ccmノ 割合ヲ以テ注射 ヲ施 シ間接刺戟 ニヨリ充分中毒セル事ヲ檢定 シタル

後左右2個 ノ腓腸筋標本ヲ作 レバーツハ「クヲー レ」中毒 セルモノ他ハ全ク其 ノ影響 ヲ蒙 ラザル
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2種 ノ標 本 ヲ得 べ シ,而 シテ 「ク ラ.ーレ」中毒 セル モ ノ ヲ0.001%「 ク ラー レ リ ング ル」溶 液 中 ニ

浸 シテ 毒 作 用 ノ減 退 ヲ防 ギ,正 常 ナ ル モ ノ ヲ 單純 「リ ンゲル」液 中 ニ浸 シテ,ラ ピツ ク ノ 「コ ン

デ ンサ トー ル メ トー デ」ニ ヨ リ兩 者 ノ 「ク ロナ キ シー」ヲ比 較 測 定 セ リ.其 ノ成 績 下 表 ニ示 ス如

ク多 ク ノ「腸 合 ニ於 テ大 ナ ル差 異 ヲ認 メ得 ズ.

第1表　 0.1%溶 液

第2表　 0.2%溶 液

第3表　 0.3%溶 液

實 驗 其 ノ2

蛙 ノ一側 ノ縫 匠 筋 ヲ切 離 シタル後 健康 部 ノ皮 下 ニ0.1-0.3％ ノ「ク ラー レ リ ングル」溶 液 ヲ體

重1gニ 對 シ0.02ccmノ 割 合 ニ注 射 ヲ施 シ間 接 刺 戟 ニ ヨ リ充 分 中毒 セ シ メタル 事 ヲ確 メタ ル後

殘 リノ縫 匠 筋 ヲ離斷 ス レバ ー ツハ「ク ラー レ」中 毒 テ ウケ 他 ハ全 ク其 ノ影 響 ヲ蒙 ラザ ル2個 ノ縫

匠筋 標 本 ヲ得 ベ シ之 等 ヲ第1實 驗 ニ於 ケル ガ如 ク後 者 ヲ0.001%「 ク ラ レ リ ンゲル 」溶 液 中 ニ

前 者 ヲ 單純 「リ ンゲル 」液 中 ニオ キ ラ ピツ ク ノ 「コ ンデ ンサ トー ル メ トー デ」ニ ヨ リ兩 巷 ノ 「ク ロ

ナ キ シー」テ比 較 測 定 セ シニ其 ノ成 績 下 表 ニ示 ス如 ク大 ナル 差 異 ヲ認 メ得 ズ.

第4表　 0.1%溶 液
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第5表　 0.2%溶 液

第6表　 0.3%溶 液

實 驗 其 ノ3

蛙 ノ縫 匠 筋 ニ來 ル神 脛 ハ筋 肉 ノ近 ク ニ於 テ2分 シl枝 ハ筋 ノ 上半 部 ニ他 ノ1枝 ハ筋 ノ下 半部

ニ分 布 ス.今 神 經分岐點 ヲ境 トシテ神 經繊 誰 テ損 傷 セザ ル様 連 絡 ヲ保 チ ツ ツ筋 肉 ノ ミヲ2片 ニ

離 斷 シテ2箇 ノ筋 神 經 標本 テ得 べ シ,此 ノ2者 ニ就 キ先 ヅ間接 刺 戟 ニ ヨ リ其 ノ 「ク ロナ キ シー」

ヲ測 定 セ シニ差 異 ヲ認 メズ 更 ニ直接 刺戟 ニ ヨ リ兩 者 ノ「ク ロ ナ キ シー」テ測 定 セ シ ニ殆 ド差 異 ヲ

認 メズ,而 シテ 直接 及 ビ間接 ノ刺 戟 ノ相 違 ニ ヨル「レ オバ ー ス」及 ビ「ク ロ ナ キ シー」ノ差 異 ヲ示

セバ下 表 ノ如 シ.

第7表

次 ニ此 ノ2箇 ノ筋 神 經 標 本 ノー ツ ヲ0.l%「 ク ラー レ リ ンゲル」溶 液 中 ニ浸 シ,他 ノー ツ ヲ 單

純 「リンゲ ル 」液 中 ニ浸 シ,間 接 刺 戟 ニ ヨ リ「ク ラー レ」溶 液 中 ノ筋 肉 ガ攣 縮反 應 ヲ起 サ ザ ル ニ至

リタ ル 時2者 ノ「ク ロナ キ シー」ヲ比較 測 定 セ リ,其 ノ成 績 下 表 ニ示 ス如 ク殆 ド常 ニ大 ナ ル差 異

ヲ認 メ得 ザ リキ.
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第8表

成 績 ノ總 括 及 ヒ結 論

以 上 ノ成 績 ノ示 ス如 ク「ク ラー レ」毒 ノ作用 以外 ノ條 件 ヲ全 ク同 ジク セル 各 種 ノ標 本 ニ就 キ,

「ク ラー レ」 毒 ヲ作 用 セ シ メタ ル モ ノ ト然 ラザ ル モ ノ トノ 「ク ロナ キ シー」 ヲ比 較 測 定 セ シニ其

ノ何 レノ場 合 ニ於 テ モ大 ナル 差 異 ヲ認 メ得 ズ,即 チ 「ク ラー レ」毒 ノ作 用 ニ ヨ リ筋 肉 ノ 「ク ロナ

キ シー 」ノ延 長 ヲ見 ル能 ハザ ル モ ノニ シテ,「 ク ラー レ」毒 ノ作 用 機 轉 ハ神 經 及 ビ筋 肉 相 互 間 ノ

「ク ロナ「キ シー」 ノ相 違 ヲ誘 起 スル モ ノ ナ リ トノLapicqueノ 説 ラ肯 定 シ得 ズ シテ 「ク ラ ー レ」

毒 ノ作 用 ハ運 動 神 經 終 末装 置 テ犯 シテ此 處 ニ何 等 カノ方 法 ニ ヨ リ神 經衝 動 ヲ阻 止 スル ニ ヨル モ

ノ ナ ル べ シ.余 ハ鬟 ニ麻 酔 神 經 ノ 「ク ロナ キ シー」研 究 ノ下 ニLapicqueノ 「コ ン デ ンサ トー

ル メ トー デ」 ヲ用 ヒ蛙 ノ腓 腸 筋 坐 骨神 經 標本 ニ就 キ 間接 刺戟 ニ ヨ リ其 ノ 「ク ロ ナ キ シー 」 ヲ測

定 セ シニ12℃.ニ 於 テ平 均0.1σ ノ成 績 ヲ得 タ リ.本 實驗 ニ於 テ同 一 ノ方 法 同 一 ノ温 度 ニ於 テ

腓 腸 筋 ノ直 接 刺 戟 ニ ヨ リ其 ノ 「ク ロ ナ キ シー」 ハ 平均0.21σ,縫 匠筋 ハ間接 刺 戟 ニ ヨ リ平 均

0.07σ,直 接 刺戟 ニ ヨ リ平均0.11σ ヲ算 セ リ.尚 ホ 「ク ラー レ」毒 ノ作 用 ニ ヨ リ筋 神 經標 本 ハ

其 ノ 「レオ バ ー ス」ハ稍 々著 明 ニ影 響 テ蒙 ル モ ノ ニ シテ其 ノ60%ニ 於 テ増 加 ヲ40%ニ 於 テ減 少

ヲ示 セ リ.

擱 筆 ス ス ル ニ當 リ生 沼 教 授 ノ御 懇 篤 ナ ル御 指 導 竝 ニ御 校 閲 ヲ深謝 ス.(27.17.受 稿)
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Kurze Inhaltsangabe.

Ueber die Chronaxie des Curaresierten Muskels und des Nerven.

Von

Dr. med. Sogi Masuda.

Aus dem Physiologischeu Institut der Universitat Okayama

(Vorstand: Prof. Dr. T. Oinuma).
Eiugegangen am 18. Juli 1927.

Bekanntlich hat Lapicque die Wirkungslosigkeit des indirekten Reizes auf den 

curaresierten Muskel auf das Missverhaltnis im Erregungszustand des Nerven und dem 

des Muskels zuruckgefuhrt. Die Curaresierung verlangsamt die Geschwindigkeit der 

Erregung des Muskels wahrend sie die des Nerven unverandert lasst. In diesem Fall 

ware wohl Verlangerung der Chronaxie zu erwarten. Ich habe folgenden Versuch ange

stellt. Zuerst unterband ich die Schenkelgefasse in der Mitte eines Schenkels doppelt, 

dann schnitt ich alle Gewebe ausser N. ischiadicus zwischen beider Ligaturen durch. 

Dadurch wurde der Gastrocnemius dieses Schenkels vollstandig von dem Blutkreislauf 

des Tieres ausgeschaltet. Dann spritzte ich eine gewisse Menge von Curare in den 

Rucken-Lymphraum. Nach ungefahr 10 Min. war die Vergiftung vollendet. Auf die

ser Weise bekommt man einen vollstandig curaresierten und einen ganz normalen 

Gastrocnemius im selben Tier. Dann bestimmte ich sowohl die Rheobase als auch die 

Chronaxie beider Muskeln durch direkte Reizung (mit Chlorsilber bekleidete Silber

elektrode benutzend). Denselben Versuch habe ich auch mit M. sartorius gemacht. Das 

Resultat lasst sich folgendermassen zusammenfassen.

Die Rheobase vermehrt sick in 60% der untersuchten Falle und vermindert sich in 

40%. Die Chronaxie des Muskels zur zeit der Vergiftung ist fast die gleiche wie in 

normalen Zustand. Sonach babe ich Lapicque'sche Ansicht nicht bestatigt gefunden.
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