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蛔虫体腔 中の酵素群についてはVon　Brand ．　（1952），

小泉（1954）の報 告がある，森下ら（1963）は蛔虫体腔液 中

に溶真菌作 用を有 する酵素の存在するこ とを発見 した．

このことに 関連 して 岐阜大学寄生虫学教室 においては

古 橋（1964）， 平 岡（1964 ）が蛔虫体腔液中のestrase，amylase

等 につい て追求 した，森下 ら（1964）は体腔液 中

の溶真菌作 用を示 す酵素がlipolytic　enzyme であること

を指 摘し， さらに榊原（1965）はこの ものがlipoproteinlipase

であることを証明した ．同時 に榊原 は体腔 液中にlipoprotein

lipase　と異な るlipolytic　enzyme　の存在する

ことを 報告 した．　著者 は 蛔虫体組織 中のlipoproteinlipase

　（以 後LPL と 称 する）以 外のlipase 特 に そ のoptium

pH　が7 ．4で ある 酵素 につい てその 性質と各組

織別の分布 をし らべたので ここに報告する．因み に蛔虫

体 腔液 のLPL のoptimum　pH　 は7 ．8であ る．

実 験 方 法

蛔虫体各組 織の分離 に つ い て は生殖器，消化器，筋

肉，角 質をそたぞれ 別々に 採 取し1g 当 り1ml の割で

生理的食塩水 を加 えてhomogenate しO －4°Cで12 ，000rpm

は遠沈しその上清 を粗酵 素液 とした．

体腔液 の粗酵 素液の作成は榊原 （1965）の方法 によっ

た，基 質 として は0 ．25％　ediolお よび同％のactivatedediol

を用い た．酵 素；基 質； 緩衝液 （M ／15　Sorensenbuffer

） は1 ：1 ：1 の 割合 とし37 °C でincubate し

た．

酵素活性 の定量 は森 下ら（1965）の方法 にした がい解離

す るglycerol により測 定した．

実 験 成 績

各組 織別 のlipolytic　activity　はTable　1　の ようであ

る．筋 肉中に特に高値 を示 した．

Table　1　Lipolytic　activity　of　various　organs
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Fig．　1　Relation　between　pH　and　lipolytic　activity
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Fig．　2　Relation　between　incubation　time

and　lipolytic　activity

筋肉の抽出液の各pH 域におけるtriglyceridおよびactivated

－tiglycerideに対する活性をしらべたのがFig1

である．筋肉中の酵素はoptimum　pH　が7．4でtri－glyceride

に対して特異的に作用することがわかる．

（105 ）
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Fig 。3　Relation　between　pH　and　lipolytic　activtiesof　fresh　and　aceton　treated　muscle　lipases
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Fig ．　4　Effects　of　various　inhibitors　and
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次に筋肉 中の酵素 につい て反応時 間と活性との関係を

しら べたのがFig　2　である．　triglycerideに対 しては1

時間 後にほぼmaximum に 達 する． しかしactivatedtriglyceride

に対して は30 分後にmaximum となる．さ

きにの べた ように活性 の強さば前者は後者より格段に高

いのである から，推理 の範囲ではあるが少くと も2 種のlipolytic

　enzyme の存在が考えら れる
．

蛔虫体 から筋 肉を採取直 後に作っ た酵素液と哺乳動物

のpancreas　lipase　のaceton 処理粗 分画法 に したがっ

て作製 した 筋肉の 酵 素液 との 活性の 差をしらべたのがFig

．　3　であるoptimum　pH　 は両者と も7 ．4であるが新

鮮 なものが圧倒的に活性が高い ．

次に酵素に対 する各種activator お よびinhibitor の影

響 をしらべたのがFig ．　4であ る．　0 ．167　mol　CaCh　液

でactivate され，　0．167　mo】NaCl 液では軽度にacti －vate

される．　0．167　mol　NaF　液では軽度にinhibit さ

（106 ）
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Fig．　5　Effects　of　inhibitors　（NaF ，　NaCl ）
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Fig ．　6　Effects　of　0．125μg／ml－0．5μg／ml　epm－ephrine

against　ascarid　muscle　lipase

れ，　0．167　mol　のepinephrine ではほ とんど影響されな

い ．

1 および0 ．5　mol　のNaF 液では軽度 にinhibit され

るこ とを示しだの がFig ．　5 であ る． 蛔虫体腔液 のpH7

．4　lipase　は榊原（1965 ）によるとこの濃度 のNaF で85

％　inhibitされる ．こ の点 で筋肉中のlipase は 体腔液 のlipase

と異なることが わかっ た．次に1 お よび0 ．5　mol

のNaCl 液では強くinhibit された．体腔液 のpH　7 ．4lipase

は榊原（1965）によるとこの濃度で全 く影響 されな

いこ とと異っ た結果 を得 た．

epinephrine に対し てはさきに 述 べたよ うに高濃 度の

場合 には餽かにinhibit されるFig ．　6 はepinephrine

の濃 度を0 ．125－0．5μg／mlにして反応系に入 れ反応時 間

と活性 との関係をしらべたものである．こ の程度 の濃度

ではepinephrine に よ るactivation がみられる ． この

こ とは，　Rizack　（1961）の哺乳動物 の脂肪組織中 のepine －phrine

－sensitive－lipaseと似 た態度 を示 した．

次 に高 濃度 のATP による影 響をみたのがFig ．　7で
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Fig 。7　Effects　of　various　concentrations　epine －phrine

and　ATP　against　microsome　 （f）

fraction　of　ascarid　muscle．
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Fig．　8　Effects　of　ATP　againstascarid　muscle　lipase

30 顫n．

あ る．この場 合はいずれ も著明なinhibit を受けた．し

かしこれに 反しFig ．　8 に示す ように0 ．125－0．5μg／ml

の濃度のATP 添加 ではRizack 　（1961）の報告と同様に0

．125μg／mlで はactivate され， それ 以外の 濃度域で

は，　inhibitを受けた．

このことをさらに確かめるため，山田（1965）の豚膵臓

中のepinephrine －sensitive－lipaseの場合 と 同 様にcell－fractionation

を行いmicrosome 　（F 　）に相当する分画 を粗

酵素液とし，5 μg／mlのepinephrine お よび5 μg／m1のATP

添加 を行い　incubation　time　と酵素活性の関係を

しらべたの がFig ．　9 であ る．こ の結果はepinephrine

添加 でactivate され，ATP 添加 ではinhibit され た．

結　　 論

蛔虫体各組織中のlipoltytic　enzyme の分布をし らべ

た結果 ，筋肉中に最 も高い活性 を見出し たので，こ のも

のの酵素学的性状を追求し次の ような結果 を得 た，
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Fig．　9　Effects　of　ATP　against

ascarid　muscle　lipase

1） 木酵 素のoptimum　pH　は7 ．4でありtriglyceride

に対して特 に高い 活性を示した．

2）　motivation　time　と 酵素活性 との 関係はtrigly－ceride

基質では60 分でmaximum に達 するが，　activa－ted

triglyceride　では30 分であっ た．この事 は本粗 分画

中に少 くと も2 種のlipolytic　enzyme　の 存在を 想定 さ

せ る．

3） 木 酵素はaceton 処理でそ の活性を減ず る．

4） 木 酵素は低濃度のNaCl ，　CaCI2 でactivate されepinephrine

，　NaF では 僅かにinhibit され た．しかし高

濃度 のNaF で も著 明なinhibit はみ られ なかっ た． 同

様高濃度のNaCl で は著 明なinhibit がみられ，体腔液

中の7 ．4　！ipase　と異っ た態度を示し た．

5） 低濃度epinephrine 添加で はactivate さ れ た ．6

）ATP 添 加では高濃度でinhibit され， 低濃 度で

はactivate された．この事 はRizack 　（1961）が哺乳動 物

．の脂肪組織 中に 見 出したepinephrine －sensitive　lipase　と

一致した性状 を示 した．
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ON　LIPOLYTIC　ENZYME　IN　THE　TISSUES　OF

jS コARIS　LI刀冐l召尺及：フ07£）ES　SびびAf

Akiteru　MATSUURA

（．Depar力回甜 好匸Parasitology，　Schcぶ げj 吩丿友血らGifu 　Unix゙ ゛jり・Gifu ）

Despite　the　large　amount　of　information　about　enzymes　in　ascaris　body　fluid　reviewed　by

－von　Brand　（1952 ）　and　Koizumi　 （1954 ）　the　occurrence　of　enzymes　responsible　for　anti －mycoticactivity　in　the　body

fluid　had　never　been　recognized　until　the　work　of　Morisita　et　al．　（1963 ）　wasTeported

．　Later　the　enzyme　was　considered　to　be　a　lipolytic 　one　by　Morisita　d　al．　（1964 ）　andfurther　to

be　a　lipoprotein　lipase　by　Sakakibara　（1965 ），　suggesting　possible　occurrence　another

］ipo】ytic　enzyme　differing　from　lipolytic　lipase　in　the　fluid．　In　the　present　study　a　further　effortto　elucidate　distribution　of　this　lypolytic　enzyme　in　the　whole　ascaris　body　

（cutucle ，　reproductive

・organs，　muscle，　digestive　tract，　and　body　fluid）　and　its　enzymatic　characters。

Extraction　of　the　enzyme　was　made　in　the　following　manner　 ：　Each　tissue　was　homoge ・

：nated　with　saline　（ml　per　gm　wet　weight）．　The　homogenate　was　centrifuged　at　12，000　rpm 　（14000　g）for

30　minutes　at　O－4°C．　The　supernatant　was　used　in　subsequent　assay ．　The　enzyme　prepara －

”tion　from　body　fluid　was　made　according　to　Sakakibara
’s　method　（1965 ）．　The　reaction　mixture

・contains　l　m1　0．25　％ 　activated　or　non－activated　ediol　as　substrate，　1　m1　1／15　mol　Sorensen’s　phos－phate

buffer　solution ，　and　l　ml　of　enzyme　preparation ．　The　enzymatic　activity　was　e χpressedl

〕y　the　amount　of　glycerol　produced　per　gm　of　wet　weight　or　per　milliliter　of　body　fluid
．　Themi

χture　was　incubated　for　0．5－1　hours　at　37°C。

The　highest　lipolytic　activity　was　observed　in　the　muscle　extract　as　shown　in　Table　l　and

the　results　obtained　from　the　eχtract　were　as　follows　：

The　highest　activity　was　shown　at　pH　7 ．4　and　it　was　high　when　triglyceride　was　used　as

－substrate．　The　production　of　glycerol　reached　the　maximum　at　60　minutes　after　incubation　bythe

　use　of　triglyceride　while　at　30　minutes　by　that　of　activated　triglyceride
．　The　difference 　oftime

required　to　reach　the　maximum　may　be　suggestive　of　the　presence　of　two　kinds　of　lipolytic

・enzymes　in　the　preparation　used。

Aceton －treatrr！ent　of　the　preparation　resulted　in　the　decrease　of　enzymatic　activity．　The

－activity　was　activated　by　the　addition　of　NaCl　and　CaCk　at　very　low　concentration　while　it　was

・slightly　inhibited　by　that　of　epinephrine　and　NaF ．　At　higher　concentrations 　of　NaCl　markedinhibition

　was 　shown　but　not　at　those　of　NaF
．　In　this　point　the　lipase　prepared　from　ascaris1

〕ody　fiuid　differs　from　the　enzyme　in　question。

The　action　was　activated　by　the　addition　of　epinephrine　at　low　concentration ．　Additiono

　f　ATP　to　the　mixture　resulted　in　an　inhibition　of　the　activity　at　high　concentrations　but　in　anactivation　at　lower　ones

．　The　enzyme　preparation　thus 　examined　showed　a　similarity　to　lipasejn　mammalian　tissues　reported　by　Rizack　

（1962 ）　in　the　effects　of　these　reagents．

（109 ）
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