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0　　　　 50 　　　 　　hOO　　　 min． Fig．　 L 　The ：ffect　 of　 the 　prolonged 　 application 　of　 potasslum 　ion

upon　melanophores 　of 　an 　isolated 　scale　of　O7： ア ias 　ia1ipes ．　 Four 　different 　 types　of　resp 〔

nse　wcrc 　observcd 　in 　the 　 melanophor ’es　 of 　thc 　same 　 scaIe ．　 A 　type 　 of 　response
　which 　wa

@insensltive　to 　potassium 　 jon　was　omit重ed　from 　figure ，’⊥1he 　figure 　 shows 　 redispersion 　

！！owing 　a

regation　 of電 he 　pigment ， 　 Qrd 三nates，　Relative　 magni亡 ude 　 of 　 tll 　p．　pigme 囗［displacemcnt

expressed 　as　percentage 　Df 　　 　　　　the 　pigment 　 dlspersion 　of　th巳melanophores　in 　

ysiological　 sa ［ t　solutiDn ． 　 AbscisSae ： 　Time 　 in　minutes　expresscd　as 　 logarlthmic 　scale

　 Thc 　 breken 　llne 　 of〔 ，rdina． 　　　　　　 te § represents 　the　 i

t 三 ation 　 of 　the 　observation 、 　a ：Responsc 　of 　thc 　me量anophore

in 　
distal 　part 　Qf 　the 　sc41e ． 　 b ，c：Resp 〔｝nse 　of 　 the 　melanophore　in　preximal　p

t 　 of 　the 　 sca 正巳 ． 　　 　 　 Tcmp ，27 °C し か殞 集 を 示さ ない 色 素 胞 も或る時間がたつ と

の状 態か ら 再 拡散 が起つてく る か ら先匹 述 べ た Pt ．　 ft の 程 度の擬 集 の みら れる 事 実 は滲 透 の 時 間

によ るもの と は 考え に くい 。色素 胞 の 鱗ヒ の位 置 に注 目してみ ると 凝 篥 を起 さ な い も の や不完 全 な
凝 集

示 す もの は鱗の 遊離縁近く に位 置した もので あ ることが わ かる 。 こ れ 等のも の は再拡散閘始 が 最も速 く

かも最初の拡散 状 態 に 完全 に 戻る。 完 全 な凝集を起す 色 素 胞の う ち 比較 的 再 拡散 開 始 時 の速 いものは中

部に ， 再拡散開始 時の 最 も お そ いも のは基部 に位 置 し て お り
，両者 共 観察 時 間の 1 時 問内 で は 元の 大 き

ま で戻 ら な い。 以 上 の 様 に 同 一 鱗 上 の 色 素 胞 は 凝 粟 反 応の 性状 から 4 型に わ け ら れ る 。同 様 のこ と を コ

で調べて みる とメ ダカ の場 合と異 な つて 表 皮 層，粘膜 が厚い 関 係か ら か 反応の 時 間 差 が 可 成り 見 られ る

，そ れにも か かわら ず凝 集 を起さ な〉 遮 の や 不 完 全 な凝 集 し か 示 さ ない色素胞が 鱗の遊離縁 に 位置する

は同 様 であつた。カリウムイオンによ つ て 色 素粒が 凝集を起し 再
拡
散して

くる事実 は 古 く Spaeth 　Cl3 ）が 報 告 し て

り J ま た 最近 尾 崎 C ’ 5

lti 、報 じてい るが色素 胞 の wa 　 E の 位 置関係に

い ては述べら れていな い 。 　2 ， 魚 鱗 色 素胞 を 塩 化アドレナ 丿ン 溶 液 に浸 す 実 験 　 観察装 置 は

験 1 と

様であ
る
。材 料 は メ ダ カ と コイ の摘出魚 鱗 で あ る。境化 ア ド レナ リ
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劇 礁 理 崢 纐 溶液 で 種 々 の 濃度 に 稀 釈 溶解 し た もの 繝 い た．先 づ 実験 1 に 見 らdtる様 な再拡散 をし て ，

もは や KCI で 礙 茱を起 さな くなつ た色素胞 を塩化ア ド レ ナ リ ン （1× 正〇
−4M

）溶液 で 灌流す る と例外な く擬

集 を示 し た 。
KCI と ア ド レ ナ リ ン の 問 に は作用機作の 相違 が 推定 され る e

KCI
　Ic関 し色素粒 の 擬集や再拡散 の 過程 に 様 ・ ・湘 遼が 見 られ る ： と cま ， 摘出魚鱗 磯 存し て い る 神 経

の 分布 と関連 か あ る と考 え られ る。D ・c ・Smi・h （
’39） が述 べ て い 礁 i幼 リ ウ M オ ン が こ の 神経末端 を

束嫐 し て 色素粒 ca集性 の 神経液紛 泌 させ る と仮定す る と ， あ る鱇 胞 で は神経 分布 を欠 くた め に 色素粒 擬

集 が 起らず ， あ る 毛の で は 何等 か の 原因 で 末端構造 を含め て 神経 が 退化 の 途 上 に あ る か ， 或 は 本来神経分布

Ic粗密 の 差があ つ て ・ 神経液 の 分泌が色素粒凝勦 起す臨界濃度に 達 し な い と云 つ た事が考え られ る 。 又神
経 液分泌が 臨界濃度燵 し て 色素粒 凝勦 ｛起 つ た場合 ， そ れ は時 と共 に夕畩 に よ つ て 稀釈 さ れ   再 拡 散が

起 る と考える と初 め に濃度差 が あれば臨界濃度以 下 に 稀 釈 され る 時間差 が そ こ に 現 わ れ て くる筈 で あ る。ア

ドレ ナ リ ン を 色 素粒凝集性神経tWIC類
似 の もの とみ て ， 種 々 の 濃度 の 塩化 ア

ド レ ナ リ ン 溶 液 に 魚鱗 を浸 し 色素粒礙

集 を起す臨界濃度 を見当付 け ， か つ 完

全 に 凝集の 起 つ た と こ ろ で ア ド レ ナ リ

ン を含 まなb 正常 な生 理 的塩 類溶液 に

魚 鱗 を移 し 変 え て 色素胞の 回復即 ち色

素粒が再拡 散し て くる 時間 を比較 し て

み た 。 そ の結果 が第 1表 に ま と め られ

て い る。こ れ に依 る と 5．5X 】O−4M の

高 濃度で は観察時間 （約 2時聞） 内に

再 拡歡が見 られ ず ア ドレ ナ リ ン の 濃度

が 低 くな る IC従 つ て 再 払 散の 開始時間

が速 くなつ て い る こ とが わか る 。 ま た

10’6M で は もはや擬 集 す ら起 ら な

い o

Tab ！e　 j．　Thc 　 effectiveness 　 of 　adrenalinin 　vaTious 　 concent −
　 rations 　 to 　 m ¢ lanophores 　 111　 an 　 isolated　 fi　s．　h　 scale ．　Table

　I ・・p ・c ・ent ・ th ・ tim
弖

・cq ・i・・d　t・ ［・而 ・固 h・ ・ edi ・persi・ n

　of 　aggregated 　me ！an 匸ll　granu 】es 、vithin 　the　melanophores ，
　when ．the　adrenalin 　solution 　is　replaced 　by　normal 　phy ．
　 siologlcal 　salt 　solution ，

驢 ぜ竺IQ讐温轡 陲 幽
5．5× 10−4

2．75x10 −＋

　 1× 10−，

5．5× 10『s

2．75x10 　5

　 1x10 一5

5，5× 10『6

。。

565048

68

　 5s

　 3no
　 effct

Temp ． 1S，5℃ 23．0° C

　3、神経退化手術 を施 し た魚鱗色素胞 に 対 す る カ リ ウ ム イ オ ン 及 び ア ド レ ナ リ ン の 作用

　神経切除退化 の 方法は Mori （
’31），　 Goodrich ＆ Nichols （

’33）等 の 用 い た 方法 で ， 魚鱗 を双眼顕微鏡

下 で 先端 の 細 い ピ ン セ ッ 1・を用 い て そ の
“

　Pocket　 ”

か ら摘出し再 び そ の 中 に 挿 入 す る 。 魚鱗を摘 出す る こ

とに よつ て そ れ 迄鱗の 表 皮層 ic入 つ て い た 神経繊維 及 び 毛 細 血管が 切 断 さ れ ， 再 び 戻 し 入 れ て 置 く と
」 切断

され た 神経末梢部が栄養障害を受 け て 退化す る　くCannon ＆ Rosenblueth
，

49）e 摘 出後元 の 場所 に挿 入 さ

れ た 魚鱗色素胞 は最大限に 拡散す るの で
， 魚 を 白 い 背景 の 容器 に 置 くと他 の 体表 の 部分は色素粒凝集が起 り

挿 入 鱗 は黒斑 と なつ て 残 る。 こ の 黒斑 は約 1 日 は その まま存続す る が そ の 後次第に褪色 し て 来る 。
20W の 白

色 螢 光鐙 の 真
一
ド 50cm に 置 か れ た黒，白背 景 の 容 器夫 々 に 交互 に 魚 を移 し 入 れ て 体色変化を み て 行 く と 7日

か ら 10 日 目 に な る と挿 入鱗の 色調 は 殆 ん ど正常鱗 と区別が 出来な い 様に な る。 こ の 事実は挿 入 鱗 に 神経 の

再 生 が 行わ れ た結果 と考え られ る。実験 期間中水温 は 23CG か ら　26CC で あ っ た 。 以 上 の 様な神経退 化手

術を施 して か ら任意時間後 魚鱗 を観禦装置 PC移 し等調塩化 カ リ ウ ム 溶液或は塩化 ア ドレ ナ リン を含む生 理 的

塩 類溶液を灌流 さ せ て ， 色 素胞 の 反応 を 検討 し た。そ の 結果神経 切 断操作後 3時 閥 目の もの で は カ リ ウ ム イ

オ ン に よ り凝 集は起る が完 全に 中心 部迄 は 色素粒 が移動 せず ， ち よ うど実験 亘で 鱗 の 遊離縁 に 近 い 色素胞 に

み られ た よ うな不完 全な礙集 し か 示 さな い
。 更 に 時 がたつ に し たが い 反応 は 悪 くな り，18 時間 以 上 た つ た も

の で は カ リ ウ ム イ オ ン に 対 す る反応 は全 くみ られな くな る （Fig．2A ）、しか し た とえ ば手術後 20時間目の 力

舜 ウ ム イ オ ン に 全 く応 じな くな つ て い る色 素 胞 もこ れ に ア ドレ ナ リ ン を作用 させ た場 台 icは明瞭 な色 素粒凝

（i4 ）

N 工工
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集 を起す （Fig．2B）。 こ の よ うに 手術後 18 時 聞 に お い て カ リ ウ ム イ オ ン に 対 す る 反 応 は一
時 な くな る の に

　　　
b
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Fig．2、　 Responses 　of 　mcranophores 　in　isolated　fish　 scales 　to　potassium 　ion　under 　 normal

and 　deneryatcd　『or 　several 　 hours　conditions

Ordinates ： The 　 sarne 　 as 　 that 　 of 　Fig．】．　　　　 Abscissae ： Time 　 in　 minutes ．

A ： CツPrinus 餾
昌
‘zttイ∫　 　 B ，　 Cara ∬ itts

　ゼ 　Response 　to 　adrenalin 　of 　mclanophores 　denervated 　be 「ore 　20　hr5，　　 Temp ．25、5 °G

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 口 5 ）
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もか か わらず体表 に 戻 し て か らた とえ ば 27 目間 た つ た 魚蟻に つ い て み る と， 正常な もの ， すな わ ち体 表の

他 の 部位 に あ る魚鱗 をそ の 時 に摘 出 し対照 と した ↓の と全 く同 じ よ うに カ リウ ム イ オ ン に よ り完全 な 凝集 を

起すの で ある （Fig．2A，　B）。

　上 記 の 魚鱗の 摘 出操作後 18 時 間1ソ上 の もの が カ リ ゥ ム イ オ ン に 応じない の は ｝ 神経 の 退化に よるもの で

な く， 摘 出挿 入 操作 に よ つ て 切 断 部 位 か ら周囲 の 水が 滲 透 し 色素胞 自体 が滲透 圧的に破壊 され る ため ic起 る

の で はない か と云 5疑念が あ る 。 そ こ で 魚鱗を摘 出 し て 直ち に水道水に 浸す こ と を摘出操作 の 対 照 と し て

行 つ て み た ・ 約 塒 問後 こ の 魚鱗 に カ リ・ ・．〉・ti イ オ ン 及 び ア ド レ ナ v ン を作用 させ て み た と こ ろ何 れ に対 し て

も何の 反応 も承 さな い
。

こ の 場合は滲透圧的に 色素胞 が 破壊 され た もの と考え られ るが ， こ れ に対し て 摘出

後 もとの
‘‘ Pocket ”

に 戻 され た 魚鱗 の 場合 20 時 間経過後 で もア ド レ ナ リ ン に よ る擬集反応が残存 して い

る点か らみ て 水の 滲透 に よ る色素胞 の 破壊 が 行わ れ た とは考えられ ない 。 こ の 実験 3 に用 い られ た色素胞 は

実験 1 に み られ る様 な初 め か ら カ リ ウ ム イ オ ン に 応 じな い 色素胞 が 選ばれ る こ と を避 け るた め に常 に 鱗 の 基

部近 くに分布す る 昇、 の の
一

つ が 選ば れ た 。

考 察

　 カ リ ウ ム イ オ ン を摘 出魚鱗 に 長時間作用 さ せ た実験 で 同一鱗上 の 色素胞 の 位置 に よ り色素粒凝集 及 び再拡

散 の 過程 に 異 な る 四 つ の 型 が み られた。こ の 現象 が す べ て の 種 の 魚鱗に普遍的 な もの で あ るか どうか は わか

ら な い が ， カ リ ウ ム イ オ ン は 色累胞 直接 で な く神 経 を介 し て 働 くの で あ り，以 上 の よ 5な色素胞 の 反応 の 差違

は 檸経分布 の 差 異 1ぐ もとつ く と い う こ と を暗示す る よ 5に 思 わ れ る 。 種 々 の 濃度 の ア ドレ ナ リ ン 溶液を用 い

る こ と， お よび 神 経退化手術 を施 して 後 種 々 の 時間 を経 過 し た 色素胞 に カ リ ウ ム イ オ ン を作用 させ る こ とに

よ つ て 実験 1 に み られ る 種 々 の 反応 型 を殆 ん ど再現 出来 る。Smith が 述 ぺ て い る様 に カ リ ゥ ム イ ォ ン が 色素

胞 神経 の 末端 を刺激 し て ア ドレ ナ リ ン 様 の 色 素 粒凝集性神経分泌液を放 出 させ る と す る と， カ リ ウ ム イ オ ン

に 全 く応 じ な い 色素胞は 神経 分布 を欠 くか或は 何等 か の 原因 で 退化 し た もの と考え ， ま た 不 完全 なi疑集 し か

起 さな い もの は神経退 化 の 途 上 に あ る か ， 本来神 経 分 布 に 粗 で あ る と考 え れ ば よ く実 験 1 の 結果が説舅 され

る。

　最近 Fujii（
’58，

’59） は ドロ メ の 尾鰭 に 作 つ た神経退化 帯を利用 し て カ リム イ オ ン が神経を介 し て 働 くこ

と を 明 らか に し た が本報告 お よ び過去 に 於け る Smith の 報告 と共 に 色素胞神経 の 退化再生 の 確 認 は脊髄 の

電気剌激或 は 体 色変化 の 検討 に よつ た もの で 直接的証拠で あ る組織学的 検討を欠 く点今後の研究が必 要 で あ

る 。
カ リ ウム イ オ ン が神経系の 何れ の 部分 に 働 くか icつ い て は，　 Nagahama （

’53），
　Ueda （

’55）等 の み た カ

リ ウ ム イ オ ン の 局所刺激が色素 粒 擬 集 を起 させ る の に 有効 で あ る と云 う事実 を考え あ わ せ る と恐 ら く色素胞
に 非常 に 近接 した神経末端構造 で は な い か と考 え られ る。　Kinosita （

’53） に よ れ ば 生 理 的塩 類溶液 及 び ア

1・　t！ ピ ン を含む 牛 理 的塩 類溶液 中 で 拡 散 して い る 色素胞 と KC1 単液及 び ア ドレ ナ リ ン を含む生 理 的塩 類溶

液中で 凝 集 し て い る色素飽 と に つ い て 色素胞 の 中心部 と安起部 との 膜電位測定結果 を比 較 して み る と突起部

に 比 し て 中 心 部 の 脱分極 が 著 し い 。 こ の 事実は 色 素胞 の 中心部 に神経末端 が 集 中 し て 骨絡 筋 の 端 板に相当す

る様な構造 が 存在 す る こ と を陪 示 す る よ うに も思 え る。今後 の 研究 を 要す る問題 で あ る。

　尾崎 C56）は 摘 出魚鱗 を生理的塩類溶液 に 浸す こ と 自 体 を
一つ の 前処理 と考 え ， 無処理 即 ち摘出後直ちに

被 検液 に 入 れ ， 処 理 ，無処 理 に つ い て 色素胞 反応 の 相違 を論 じ て い る。また Iwata ＆ Yamane （
’59） も

酊処理 の 効果 に つ い て 論 じて い る。し か し 摘出魚鱗を 生 理 的塩 類溶液 に 浸す こ と は 残存神経 を含 め て 色素胞

が そ れ 迄浸 つ て い た環境 に 近 V・ 状態 に 綿持 され る と同 時 に 色素胞刺激 ホ ・し モ ン の 様 な 灘 三要 因 が 排除 され る

こ とを 意味 す る。そ h．で 生 理的塩類溶液 に 浸 す こ とな し に直ち に 被検液 を作用 させ た りす る こ と は摘出魚鱗

の 性質 を考え る と後述す る様 に 商題 がか え つ て 複雑 に なる と思 わ れ る 。

実験 3に於 い て 神経退 化魚鱗 を得 る操作 の 対照 と し て 摘 出魚鱗 を水道水 lqg ち に 入 れ て みたが こ の 処理 を受

（16 ）
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號 鱗唖 障 腕 轍 や ！や 概 反曜 趣 な い 。 こ の 際葡鱗 を体 表 1唳 し て 置 け ば 正 常な概 ；翫 す こ と

腸 鱗 の 皴 噛 ・7 畔 勲 留 ・玩 の 蜘
“P ・・k・ビ 臨 1入 し た鰍 樒 着 し て 水の 瀕 を防 く

・
　｛，の と思 わ

掲 ・
、VI’man 　 ・1

’24：1 力二
勧 懺 に 直 接塩 伺

．
・

ttfififl
’
it． せ 色 素 胞 に 麟 の み られ な 属 とか ら鱗 の 表皮

剛 材 ン 歴 賦 惣 ・ ’…”iti”べ
下
・い る ・ L を考泌 と槲 i鰍 を水曝 し た と き，掛 粉 黜 来 た 鱗 の 基

部 の 表皮切断面 か ら水 の 滲 透があ り， 他 の 被検液 も 1 こ か ら滲透 し て い くもの と思われ る 。 し か し生 理 的塩

類溶液 に 長 く浸 し て 置 くだ け で lt 鱗」L の 粘液 層 の 脱落力；み られ ，殊 ec外液に カ ル シ ウ ム イ オ ン の 存在し な La

液 繝 唖 り・鰈 ナ ト PV ム の 様勧 ル シ ウ ム 沈澱 の 塩 を用 い る と特に こ の 闘 莞が著し い 。 し たが つ て こ

の 様 鹹 態 眩 つ て くる と被鞭 の 滲透 は表麒 臟 溜 傘 く至 る と ・ 赫 ら起 つ て く る ・ と が 予 想 さ

れ ・ 外液 ｝暖 す処 理条件蹉 で 色素U包姶 め 譲 皮層 が 色 硫 齪 に騨 を受 け ， 実際に 被検灘 何 れ の 部
分 に 働 くの か 判断 す る こ とが困難 に な る 。

要 約

L コ イ Ca 「assierm 　 cai
’
assiits ，フ ナ c・輪 一 ’・燃 及 び メ ダ カ o ・yptias　latiPes の 三 種 を用嫡 出

魚鱗 の 黒 色 素 胞 に 対 し カ y ウ ム イ オ ン が 直接 的か或は 神経 を介 し て働 くか を検討す る実験 を行 つ た。
2・ 摘出魚鱗 の 黒色素胞 に カ リ ウ 珂 オ ン 脹 時間作用 さ せ 碓 果 力 艸 珂 オ ン に よる色素 粒凝集 は

＿

過性 で あ り時 が た つ と再拡散 し て くる こ とが わ か つ た。し か も こ の 場合同
一

魚鱗 上 の す べ て の 色素胞が一
様

な反応を示 す の で は な く， そ れ 等 の 分布位置 に よ り異 な る 4 種 の 反 応 型 が 認 め られ た 。

3・ 種 ’t　 cD 濃度 の ア ド レ ナ リ ン を黒色素胞 1酢 用 させ て 色素粒羅 を起 さ しめ ， 後 正常 の 生 理 噛 類飜
で灘 とあ る黼 を経 て 色素粒 の 再 拡 散 が起る・こ の 場合 ア ドレ ナ 貶 の 濃度の 低 曜 再 嫩 開始が 速 い 。

　
4． 樟経 退 化手 術 を施 し た魚鱗の 黒色 素胞 に カ P ウ ム イ オ ン を作用 さ せ る と ， 手術 後 時 間 の 経 過 と 共 に 色

素粒凝集が不完全 とな り， 遂 に 凝集反応 は消失す る 。し か し更 に 時間 が 経過す る と正常魚鱗 の 黒色 素胞 と全

く同様 に 完全な礙集 を 示す よ うに な る 。 以 上 の 結果は魚 の 体 色変化 の 検討結 果 と よ く
一

致す る。 こ れ 等 の 現

象 は魚鱗 の 神経 の 退 化 ， 再生 と 関連 あ る もの と思 わ れ る。
5・ 正 常魚鱗 に 於 い て ・ 或は神経 退 イ匕手術後時 彫 懈 過 し て カ リウ 珂 オ ン に 応 じ な い 黒 色 素胞 もア F レ

ナ リ ン に 対 し て は 明撩 な凝集反応 を 示 す 。 こ の 結果 は ア ド レ ナ リ ン と カ リ ウム イ オ ン の 閣に作用機構上 の 差
占ミが あ る こ と を暗示 す る 。

　
6， 塚上 の 実験結 果か ら カ リ ウ ム イ オ ン は 色素胞直接 で な く神 経 を介 し て働 くもの と考え ら れ る 。 また魚

鱗」・の 色素胞 の 分布位置 に よ る厠 占の 差異 は 神経分布 の 差異 に 舵 つ くこ と を暗 示 す る よ うに 思 わ れ る。
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     Action of  Potassium Ion on  Fish Melanophores with  Some Conside-

            ratoins  of  the Characteristics of  the Isolated Fish Scale

                                  Takaaki  IsHiBAsur '

                         Department of  Bielogy, Faculty of  Science,

                                   Kvushu  Universitv                                     J J

 Thc  present reports  are  concerned  w;th  the analysis  of  the action  of  potassium  ion on  fish scale

melanophores,

  1. Using  thrce  species  of  teleosts, Carp  (Carassius carassius),  Funa  (qPrintis artratus)  and  Me.

daka  (Or.y?ias iatipes), the experiments  were  performed  to ascertain  "'hether  potassium  ion acts  directly

upon  the  melanophores  er  stirnulates  the  nervous  elements  whlch  are  left alive  in the  isolated fish scale,

  2. In prolonged  appllcation  of  potassium  ion, it was  observed  that  there  were  differences of  reac.

tion  according  to ihe  locality of  the  melanophores  in a  scale.  Moreover, the  aggregation  of  the

pigment  granules  with;n  the  melanophore  whlch  was  induced by petasslum  ion had  a translent

phenomena,

  3. The  efllectiveness  of  adrenalin  in various  concentrations  upon  the  duration ef  the  pigment  aggre-

gation to be induced  by this agent  has been  examined.  As  the  concentrations  of  adrenalin  wcre

increased, more  and  more  the duration of  pigment  aggregation  was  prolonged.

  4. The effect  of  denervatlon of  the  melanophore  on  the  respense  to potassium ion syas  studied.

  The  scales  "'ere  pulled out  from  theiT  pockets wlth  fine forccpts and  immediately sllpped  back into

their  pockets, thus  severing  alL  connections  with  the  nervous  system  and  allowlng  time  for degeneratlon.

  In tests of  the  effects  of  deneryatlon on  the response  to potassium  lon during thc period  of  degene-

ration,  tbe scales  whlch  had been withdrawn  wcrc  compared  iyith  normal  scales  and  with  scales which

had  recovered  from the denervated  state,

  In three  hours after  the  operatien,  the magnitude  of  centripetal  mLgratlon  of  pigment  granules

within  thc melanopheTe  reached  only  about  ene-half  that  ef  normal  scale  melanophore,  From  l8 te

20 hours after  the  operation,  the  response  of  melanophorcs  to potassium  ion hacl clisappeared. Cor.

responding  to the  passage of  time  after  the  operation,  however,  the response  of  melanophores  was

aclually  re-estab]lshed  and  it was  the  same  as  that  of  a  normal  scale.

  It rnay  be suggcsted  that  these  facts have  relations  ivith  disintegratlon of  thc nerve  fibers, inctudLng

tcrminal  structure  connected  with  the melanophere,  and  a  regrowth  of  them.  .

  5, Beth  noTmal  and  denervated melanephore  respond  clearly  to adrenalln,  Furthcrmore, the

melanophores  which  xvere  origina]ly  insensitive to  potassium  ion, and  the redispeTsed  melanophores  in

prolDnged application  of  this ion, sverc  certainly  responslve  to adrenalin,  thus  suggestlng  a cliff rence

between potassitlm  iDn and  adrenalin  in mechanisrn  of  actien  to the melanophore,
-        t .
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　6・　 It　 was 　assurricd 　且hat　po 重assiu 置n 　ion　acts 　indirec里1》　u ｝〕ol／　the 　rndarlophorcs 　through 　thc 　ncver
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