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これらの幼線虫と人体との関係が薄いものと考えられて
はじめに

きたことにもよる．

Ａ"/sαhisおよびその近縁属線虫の幼虫に関する形態学しかし，近年人の消化器官の好酸球性肉芽腫症の主要

的・分類学的研究は，現在までのところきわめてすぐなな起因虫体として,Ａ"加肋を中心としたその近縁属幼

い、それは，これらの線虫の終宿主が海獣であることか線虫の存在がクローズアップされるにおよび，本虫症の

ら，その生活史に不明の点が多いことと，幼虫期での分臨床，感染，病理などについての研究の基礎的裏付けと

類が困難であることが主な理由であるが，さらに，従来して，これら幼線虫の形態・同定の問題が重要さをまし

TablelLarvalnematodesisolatedfromfishesandsquids

Larvalnematode Ｈｏｓｔ

Ａ"加肋(TypeＩ） Ｔﾉieragγαｃ/jaZcog7α"”αスケトウダラ

ＧａｃＺ"ｓｍｏｒ７〃α７"αcroc⑫ｈａＺｚｚｓタラ

Ｋａｚｓ"ｍｏ"ﾉｲｓ〆ルブ"ｉｓカツオ

ｈｅ"、αZ”/ioγ"ｓ､/tzpo"/c"ｓノ”ｏＭｗｓマサパ

CZz”ｅａｐａＪＺａｓｉニシン

Ｏ"CMiy"C/i"Ｓ''2αso〃マス

Ｌα"2のm7egzzJSアカマンポウ

ＺＭａ７Ｍｅｓｐａｃ板c"ｓスルメイカ

ＬａｍＰ７歯γeg伽アカマンポウ，KZzZS"ｕ１ｏ""Ｓｐｅｍｍカカツオ

T7ie7zzgγαｃｈａＺｃｏｇｍ"z"zαスケトウダラ

ＴｍC/i”"SJcZPo"/C“マアジ

Ｔｍｃﾉh"γ2Jｓノ”o"ｉｃｚｆｓマアジ

Ｔｒａｃｈ"γzハノ⑫o"/c"ｓマアジ

Ｚ肋γαgγαcAaZcogγα加、αスケトウダラ

Ｏ"corﾉiy"ｃｈ"ｓ"αso〃マス

α”ｅａＰａＪｍｓｉニシン，Ｔｍc/i"γ"ｓｊＺ'o"ZC"ｓマァジ

『

Ａ"isα肋(Typell）

Ｔｂ〃α,nozjα(TypeＡ）

Ｔｅγγα'2ｍ'α(TypeＢ）

Ｒ”ん〃ａｓｃａ姉ｂｒ
Ｒ妙ｈ〃αsca7ojcJessp・

CmZγαcaeα""(TypeＡ）

ＣｍＺγαcaeα""(TypeＢ）

ＣＯ"〃αｃａｅα""(TypeＣ）

ＣｍかaCnecw"z(TypeＤ）

本研究は文部省科学研究費の補助に負う所大である．ここに深謝する

（１８）



H
o
s
t

N
o
.

e
x
a
m
.

T
a
b
l
e

2

L
e
n
g
t
h

(
m
m
)

D
i
m
e
n
s
i
o
n
s

W
i
d
t
h

(
m
m
)

a
n
d

i
n
d
e
x
e
s

o
f

l
a
r
v
a
e

o
f

O
e
s
o
p
h
a
g
u
s

(
m
m
)

Ay
r

t
G
l
a
n
d
u
l
a
r

M
u
s
c
u
l
a
r

(
V
e
n
t
r
i
c
u
l
u
s
)

A
n
i
s
a
k
i
s

T
o
t
a
l

s
p
p
.

f
o
u
n
d

T
a
i
l

(
m
m
)

i
n

d
i
f
f
e
r
e
n
t

fi
sh

es
a
n
d

s
q
u
i
d
s

p*
r

T
h
e
r
a
g
r
a

A<
y

c
h
a
l
c
o
g
r
a
m
m
a

C
l
u
p
e
a

p
a
l
l
a
s
i

4

2
0

1
8 7

O
n
c
o
r
h
y
n
c
u
s

m
a
s
o
n

G
a
d
u
s
m
o
r
r
h
u
a

m
a
c
r
o
c
e
p
h
a
l
u
s

K
a
t
s
u
z
v
o
n
u
s

p
e
l
a
m
i
s

L
a
m
p
r
i
s

r
e
g
i
u
s

1
0

P
n
e
u
m
a
t
o
p
h
o
r
u
s
^

j
a
p
o
n
i
c
u
s

T
o
d
a
r
o
d
e
s

p
a
c
i
f
i
c
u
s

1
1

2
8
.
6

2
5
.
2
-
3
4
.
0

2
5
.
5

2
1
.
0
-
3
0
.
0

3
1
.
7

2
8
.
8
-
3
6
.
0

2
8
.
6

2
7
.
0
-
3
2
.
3

2
7
.
2

1
9
.
0
-
3
2
.
8

2
6
.
6

2
3
.
6
-
2
9
.
8

2
6
.
3

2
0
.
3
-
2
9
.
8

2
9
.
7

2
4
.
8
-
3
4
.
0

0
.
4
8

0
.
4
0
-
0
.
5
6

0
.
4
5

0
.
3
9
-
0
.
4
8

0
.
5
0

0
.
4
3
-
0
.
5
8

0
.
4
4

0
.
3
6
-
0
.
5
6

0
.
4
1

0
.
2
6
-
0
.
5
0

0
.
4
1

0
.
3
3
-
0
.
5
8

0
.
4
3

0
.
3
0
-
0
.
5
0

0
.
4
5

0
.
3
8
-
0
.
4
8

2
.
2
1

1
.
8
0
-
2
.
6
4

2
2
1

1
.
8
6
-
2
.
6
2

2
.
4
2

2
.
1
6
-
2
.
7
8

2
.
1
9

2
.
0
4
-
2
.
4
6

2
.
1
1

1
.
7
7
-
2
.
3
6

2
.
3
1

2
.
2
5
-
2
.
3
9

2
.
0
3

1
.
2
5
-
2
.
3
8

2
3
7

2
.
2
0
-
2
.
5
4

1
.
1
3

0
.
8
8
-
1
.
4
2

1
.
1
3

0
.
9
0
-
1
.
3
0

1
.
2
4

1
.
1
2
-
1
.
4
0

1
.
1
0

0
.
8
8
-
1
.
4
4

1
.
0
5

0
.
7
0
-
1
.
2
6

1
.
0
1

0
.
8
9
-
1
.
2
3

1
.
0
7

0
.
6
5
-
1
.
5
0

1
.
1
9

1
.
0
6
-
1
.
3
8

2
.

2
.

3
.

3
.
3
4

9
2
-
3
.
8
4

3
.
3
3

7
6
-
3
.
9
2

3
.
6
6

3
2
-
4
.
0
4

3
.
2
9

9
8
-
3
.
6
2

3
.
1
5

4
7
-
3
.
4
2

3
.
3
3

1
7
-
3
.
6
2

3
.
1
0

3
0
-
3
.
7
5

3
.
5
6

3
0
-
3
.
7
6

0
.
1
2

0
.
0
9
-
0
.
1
6

0
.
1
1

0
.
1
0
-
0
.
1
1

0
.
1
3

0
.
1
0
-
0
.
1
6

0
.
1
0

0
.
0
8
-
0
.
1
2

0
.
1
1

0
.
0
8
-
0
.
1
3

0
.
1
1

0
.
0
9
-
0
.
1
3

0
.
1
2

0
.
1
0
-
0
.
1
5

0
.
1
2

0
.
0
9
-
0
.
1
4

5
9
.
9
8

5
2
.
3
-
6
7
.
6

5
9
.
9
3

4
5
.
7
-
6
2
.
7

6
4
.
2
7

5
1
.
4
-
7
1
.
5

6
6
.
0
6

5
7
.
7
-
7
6
.
4

6
7
.
4
4

5
5
.
7
-
7
8
.
9

6
7
.
2
1

4
1
.
4
-
8
2
.
0

6
2
.
4
3

4
5
.
0
-
7
7
.
3

6
6
.
7
8

6
3
.
5
-
7
3
.
9

8
.
5
5

7
.
2
0
-
1
0
.
0
0

7
.
6
5

6
.
7
1
-
8
.
6
2

8
.
6
5

7
.
6
4
-
9
.
4
2

8
.
7
0

7
.
8
7
-
9
.
8
7

8
.
6
2

7
.
6
9
-
9
.
6
5

7
.
9
7

6
.
5
7
-
9
.
0
6

8
.
4
9

7
.
3
8
-
1
0
.
2
9

8
.
3
5

7
.
5
2
-
9
.
0
4

1
3
.
0
0

1
0
.
3
-
1
6
.
0

1
1
.
5
8

1
0
.
5
-
1
3
.
0

1
3
.
0
9

1
1
.
5
-
1
4
.
7

1
3
.
0
5

1
1
.
8
-
1
4
.
1

1
2
.
8
4

1
0
.
7
-
1
4
.
4

1
1
.
3
9

1
0
.
0
-
1
2
.
9

1
3
.
0
7

1
1
.
2
-
1
8
.
5

1
2
.
5
4

1
1
.
1
-
1
3
.
6

2
5
.
5
1

2
0
.
6
-
3
1
.
0

2
2
.
7

1
8
.
7
-
2
5
.
7

2
5
.
6
6

2
0
.
9
-
3
0
.
1

2
6
.
3
6

2
0
.
4
-
3
2
.
2

2
6
.
2
2

2
1
.
1
-
3
1
.
5

2
6
.
2
3

1
9
.
4
-
3
0
.
7

2
4
.
9
7

1
9
.
2
-
3
1
.
2

2
5
.
1
7

2
2
.
7
-
2
7
.
9

2
4
9
.
8
3

1
6
2
.
5
-
3
2
2
.
2

2
3
6
.
5
7

2
0
1
.
8
-
2
7
2
.
7

2
5
4
.
1
3

2
0
0
.
0
-
3
2
5
.
0

2
8
0
.
4
1

2
2
3
.
3
-
3
8
1
.
3

2
5
0
.
1
4

2
1
5
.
4
-
2
9
0
.
0

2
3
5
.
3
0

1
7
8
.
9
-
2
8
9
.
1

2
2
9
.
0
2

1
5
8
.
8
-
2
8
2
.
8

2
6
2
.
8
7

2
2
3
.
3
-
3
4
7
.
8

T
o
t
a
l

1
3
9

2
8
.
4

1
9
.
0
-
3
6
.
0

0
.
4
5

0
.
2
6
-
0
.
5
8

2
.
2
2

1
.
2
5
-
2
.
7
8

1
.
1
2

0
.
6
5
-
1
.
5
0

3
.
3
4

2
.
3
0
-
4
.
0
4

0
.
1
2

0
.
0
8
-
0
.
1
6

6
3
.
2
1

4
1
.
4
-
8
2
.
0

8
.
5
0

6
.
5
7
-
1
0
.
2
9

1
2
.
8
4

1
0
.
0
-
1
8
.
5

2
5
.
5
1

1
8
.
7
-
3
2
.
2

2
5
0
.
0
3

1
5
8
.
8
-
3
8
1
.
3

L
a
m
p
r
i
s

r
e
g
i
u
s

1
0

K
a
t
s
u
z
v
o
n
u
s

-,

p
e
l
a
m
i
s

3
0
.
5

2
4
.
5
-
3
2
.
9

2
8
.
8

0
.
5
8

0
.
5
0
-
0
.
6
9

0
.
5
2

2
.
3
3

2
.
1
5
-
2
.
6
7

2
.
1
4

0
.
6
3

0
.
5
8
-
0
.
7
5
]

0
.
5
4

2
.
9
5

0
.
2
7

2
.
7
4
-
3
.
4
2

0
.
1
8
-
0
.
3
2

2
.
6
8

0
.
2
0

5
2
.
9

4
4
.
8
-
5
9
.
7

5
5
.
4

1
0
.
3
4

8
.
7
8
-
1
1
.
3
1

1
0
.
7
5

1
3
.
1

1
1
.
3
-
1
4
.
4

1
3
.
5

4
8
.
6

3
9
.
2
-
5
4
.
7

5
3
.
3

1
1
1
.
3

8
9
.
6
-
1
6
8
.
0

1
4
4
.
0

T
o
t
a
l

1
1

3
0
.
3

2
4
.
5
-
3
2
.
9

0
.
5
7

2
.
3
1

0
.
6
2

2
.
9
3

0
.
2
7

5
3
.
1
3

1
0
.
3
4

0
.
5
0
-
0
.
6
9

2
.
1
4
-
2
.
6
7

0
.
5
4
-
0
.
7
5

2
.
6
8
-
3
.
4
2

0
.
1
8
-
0
.
3
2

4
4
.
8
-
5
9
.
7

8
.
7
8
-
1
1
.
3
1

1
3
.
1
4

1
1
.
3
-
1
4
.
4

4
9
.
0
3

3
9
.
2
-
5
4
.
7

1
1
4
.
2
7

8
9
.
6
-
1
6
8
.
0

L
e
g
e
n
d

f
or

al
l

t
a
b
l
e
s

:
a
=

^
T
j

W
=

B
o
d
y

l
e
n
g
t
h

B
o
d
y
J
e
n
g
t
h

B
o
d
y

l
e
n
g
t
h

B
o
d
y

w
i
d
t
h

'

V
e
n
t
r
i
c
u
l
u
s

I
n
t
e
s
t
i
n
a
l
c
a
e
c
u
m1

O
e
s
o
p
h
a
g
u
s

'
^2

M
u
s
c
u
l
a
r

p
a
r
t

of
o
e
s
o
p
h
a
g
u
s

B
o
d
y

l
e
n
g
t
h

B
o
d
y

l
e
n
g
t
h

-
*
»
■
—

Y
=
:

V
e
n
t
r
i
c
u
l
a
r
a
p
p
e
n
d
i
x

'
I
n
t
e
s
t
i
n
a
l

c
a
e
c
u
m

B
o
d
y

l
e
n
g
t
h

V
e
n
t
r
i
c
u
l
u
s

B
o
d
y

l
e
n
g
t
h

T
a
i
l

_
V
e
n
t
r
i
c
u
l
a
r
a
p
p
e
n
d
i
x

I
n
t
e
s
t
i
n
a
l
c
a
e
c
u
m



468

Table３Dimensionsandindexesoflarvaeof

Oesophagus（ｍ、）Ｔｙｐｅ
ｏｆ

ｌａｒｖａｅ

Ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ

ｃａｅｃｕｒｎ

（rnm）

Width

(ｍ、）
Ｎｏ．

ｅＸａＴｎ。

Length
(ｍ、）

Ｈｏｓｔ
Glandular

Muscular（Ventriculus）Total
、

Ｔｈｅ７ａｇ７ａ
ｃ/baZCogγα"J"Ｚａ
ＴｍｃＡ"γ"ｓ

ノapo"zc"Ｓ

２４．２

１１．０－３７．２

６．７

６．６－６．７

０．５７

０．３０－０．９５

０．１５

０．１４－０．１６

１．６８

１．０４－２．４０

０．８７

０．８２－０．９２

０．８７

0.60-1.10

０．６７

０．６６－０．６７

２．５４

１．６７－３．５０

１．５３

１．４８－１．５９

０．５５

０．２７－１．０１

０．８１

０．７６－０．８６

８
２

Ａ
Ｂ

Table4DimensionsandindexesoflaｒｖａｅｏｆＲａＰｈ/`αｓａｚｒｚｓ
●

Oesophagus（ｍ、） Ventri

append．
(ｍ、）

Sexof

larvae

Width

(ｍ、）
Ｎｏ．

ｅｘａｌｎ．

Ｌｅｎｇｔｈ
(ｍ、）

Ｈｏｓｔ
Glandular

Muscular（Ventriculus）Total ●

T7zzc/bzJr"ｓ

ノCZpo"/c"ｓ

ＴｍｃｈｚＪｍｓ

Ｊ〃o"iczJs

０．８６

０７３－０．９６

０．８１

０．６８－０．９４

０．０７

０．０５－０．１０

０．０７

０．０４－０．１０

０．９３

０．８０－１．０４

０．８７

０．７４－１．０１

８．８

7.65-10.0

８．６

７．９－９．６

０．２５

０．２２－０．３０

０．２５

０．２２－０．３２

０．５３

０．３８－０．６４

０．４８

０．３８－０．６２

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

2０

２０

てきた．そこで,本報では,まず海産魚類およびイカ類よ

り見出されるAnisakidae幼線虫について，それらの形

態をおもに全体標本で精査する一方，一部切片標本での

観察も加味して相互の比較検討をおこなうとともに，分

類学上の考察も若干付加した．なお，切片標本による内

部組織の詳細な検討については吹報に譲る予定である．

観察結果

１．グリセリン透徹虫体および虫体切片による形態の

観察

虫体の計測値および形態上の諸特徴から，Ｔａｂｌｅｌの

如く，得られた幼線虫を９種類に分類できた．それぞれ

の模式図はFigs、１，２に，計測値とそれから導いた数

種の指数はTables２１３，４，５に示してある．指数は主

にFaust（1933）およびＰｕnt(1941）にしたがい，一部

は新たに設定した．すなわち，α(体長/体幅)，β,(体長／

食道長)，β2(体長/食道筋質部の長さ)，β3(体長/食道腺様

部一胄部＊の長さ)，７（体長/尾長)，ｗ（胄長/腸盲のう

長)，Ｘ(体長/胄盲のう長)，Ｙ(体長/腸盲のう長)，Ｚ(胃

盲のう長/腸盲のう長)などである．いずれの虫体も幼虫

形態であるため，頭部，特に口唇部および生殖器の未発

達や，第二次性徴の発現不良などのため，完全な分類は

不可能であるが，上述の計測値や指数と，Ｔａｂｌｅ６に示

したような各種の特徴によって，一応４属９種類の型分

けが出来た．以下各虫種につき観察結果を記す．

ａ．Ａ"isα肋属幼線虫

この属に属するものはＡ"isα肋Ｉ型とⅡ型(Berland，

1961）で，前者は７種の魚およびスルメイカより，又後

材料と方法

著者らは，すでに日本近海の海産魚類およびイカ類に

ついての広範な感染調査（小林ら，1966）によって，そ

れらの体腔および筋肉内より多数の幼線虫を得ている

が，本研究での形態観察にはこれらの材料を用いた．調

べた宿主の種類はＴａｂｌｅｌに示した．

得られた幼線虫のうち，源出しているものはそのま

ま，被嚢しているものは１％ペプシン(Difcol：３，０００，

塩酸でｐＨ２．２に調整)にて１～２時間の消化により源

,出せしめた後，ともに70～80°Ｃの加熱70％エタノール

で急速に固定した．

虫体全形の観察には，グリセリン・アルコール混液に

よる透明化処理を前処置としておこなった．ラクト・フ

ェノールの使用は，幼虫組織の損傷が甚い､ので，この

場合には採用しなかった．

またGrainger(1959）のいう消化液と魚肉片による虫

体の培養とそれに伴なう器官分化後の虫体の同定も試み

てみた．

一方，内部構造の観察には，パラフィン切片法および

ヘマトキシリン・エオジンニ重染色法を用いた．

Ｐ

●

＊Ａ"isα肺およびその近縁属線虫の食道（oesopha‐

ｇus)は，通常筋質部(muscularpart)と腺様部（gla‐

ndularpart)の二部分に分けられる．したがって，

後者は厳密には食道腺様部と呼ぶべきである．しか

し，従来その形状から胃部（ventriculus）と呼ばれ

ることが多いので，ここでもその』慣用にしたがっ

て便宜上この語を用いることにした．

（２０）
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(ｍ、）
ＹＷβ３β２β’ ７ａ

220.0

122.2-372.0

５５．４

５５．０－５５．８

１．６７

１．０９－２．３３

０．８３
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９．９－１０．２

９．１９

６．５９－１１．５２

４．３４
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４４．０
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０．０８－０．１４

０．１２

ｏｒＲ⑰ｈｊａａｓａｚｒｏｉ`ｃｓｓｐ、foundindifferentfishes

Vulva

Fromanteriorextremity Ｔａｉｌ

(ｍ、）
Ｘβ’ β２ β３ ﾛ〆ａ

！ Distance(ｍ、）（％）

（20.3）
(17.7-25.0）

１．７９

１３８－２．１０

０．２３

０．１８－０．２８

０．１１

０．０８－０．１３

３５．２

２９．２－４２．７

３４．４

２５．９－３９．１

９．４

８．４－１０．５

９．９

８．６－１１．６

１０．２

９．１－１１．４

１０．５

９．２－１２．６

125.7

93.0-178.0

122.9

93.0-210.0

３８．３

３０．４－４８．５

７８．２

６７．１－１０５．０

１６．６

１３．６－２０．２

１７．９

１４．０－２２．６

､

§者は２種の魚（アカマンポウ・カツオ）から検出された

が，宿主の違いによる形態上の差異はいずれの場合にも

‐認められなかった．

Ｉ型とⅡ型の間の区別点は，胄部と尾部にあり，Ｉ型

は体長に比して胃部が長く，尾部が短かい(体長/尾長＝

250.03,体長/胄長＝25.51）のに対してⅡ型は，逆に胃

:部が短かく，尾部が長い（体長/尾長＝114.27,体長/胄

長＝49.03）（Table２)．又Ｉ型では，尾部先端が鈍円で

一本の小練（いわゆるmucron）を有するのに対して，

Ⅱ型では，小練なく次第に先細りとなる（Figs，１，３，４，

５)．生殖器は両型とも未発達で，いずれの生殖原基も

認められない．排泄口(excretorypore）は，両型とも２

枚の亜腹側口唇（subventrallips）の間に開口している

(Fig.６)．

排泄器官であると考えられているレネット細胞(renet‐

tecell）は，Ｉ型，Ⅱ型ともに存在し，横断切片上では，

食道後半部より小腸前半部にかけて腹側左側位に位置す

る．

ｂＺ１ｅ７ｒα"Cuα属幼線虫

Ａ，Ｂ，２型の存在を認めた．前者はタラの仲間から，

後者はマアジから見出され，両型問の差異は，まずＢ型

がＡ型に比して極めて小さいこと，さらにＡ型には被鞘

に明瞭な尾端小赫が認められるのに，Ｂ型には認められ

ず，尾部が前者では短い（体長/尾長＝220.0）のに，後

者では長い（体長/尾長＝55.4）こと(Figs､５，７)．また

それぞれの虫体全長に比して，食道，尾，胃，腸盲のう

(intestinalcaecum）などの長さが，Ｂ型では比較的長

〃､のに対して，Ａ型では短いこと（Table３)．さらに，

Ａ型では腸盲のうに比して，胃が長い（胄長/腸盲のう長

＝1.67）のに反して，Ｂ型では逆に前者が後者に比して

長い（胄長/腸盲のう長＝0.83）ことなどが著しいもので

ある(Figs、１，４)．

排泄口は,両型とも２枚の亜腹側口唇の間に開口(Fig.

６）し，また生殖器は認められない．この属は，腸盲の

うが存在する点を除いてはその形態がＡ"ｉｓα肋属に酷

似する．レネット細胞は両型ともに保有し，Ａ型では神

経環後方より小腸前半部に及び大型，Ｂ型では胄部附近

より小腸前半部に達しやや小型である．

ｃ、Ｒ”ﾉiicjrascαγｉｓ又はＲ”ん/ＪａｓｃａＭａｅｓ属幼線虫

マアジから検出され，諸種の特徴はＴａｂｌｅ６に示し

た如くである．被鞘には穿歯と尾端小赫が認められ

(Figs、１，４，５，７，８)，被鞘内の虫体尾端にはおよそ

15～20個の微小鰊が叢生している（Fig.７)．

生殖器はかなり発達していて，腸管にそってらせん状

に走り(Fig.５)，雌では陰門も認められる．

レネット細胞は発見出来ず，排泄口の位置も確認出来

なかった．頭部の発達は悪く，間唇(interlabium)の存否

は確かめ得なかったので，Ｒ”ん〃ａｓｃａγis属の虫体か，

Ｒ”ｈ/`αscaMmesのそれかは今後の検討にまたねばな

らない．

ｄ・Ｃｂ,Ｚｒ'一αcaeα"〃属幼線虫

この属に属すると思われるもの４型（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）が

見出された．たがいに形態上かなりの相違を有するので

個別に説明する．

Ａ型：

体長は４型中最小，被鞘に穿歯と尾端小赫を認める．

Ｃ

の

(２１）
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Table6Severalcharacteristicsoflarvalnematodesisolatedfromfishesandsquids

ＢｏｄｙSheath

Larvalnematode
Ｖｅｎｔ・ IntesLRenetteExcretoryGenitalVulvaInterlabiaElgij器Ｍ… appendcaecumcellporeorgan

Between

subventral

lips
Between

subventral

lips

Ａ"ｉｓα肱(Typeｌ） ＋＋ ＋

Ａ"isα肋(TypeII） ＋＋

Ｔｅ〃α,zouα(TypeＡ） Between

subventral

lips

Between

subventral

lips

＋＋ ＋＋

Ｔｅ７７α"Cuα(TypeＢ） ＋＋＋

RCZPhicZasca7isor

RcWzicJasazγoicJassp.

＋＋－７７７＋＋＋

■

ＣｍＺｒａｃａｅｃ"、(TypeＡ）

Cb"〃αcaecz`"z(TypeＢ）

７
．

＋
＋ ？

●

Between

subventral

lips
Posterior

ｔｏnerve

rlng

Posterior

tonerve

rlng

＋
＋ ＋

＋
＋

＋
＋ ＋十

＋
７

Ｃｂ"Zmcaeα""(TypeＣ） Felloffafter

moulting？
＋十＋ ＋＋＋

ＣＤ"ＺｒａａＪｅα`"z(TypeＤ）＋＋＋＋＋ ＋＋？

被鞘内虫体尾端にはおよそ15～20個の微小鰊が存在する

(Fig.７)．虫体のなかには脱皮後のものと思われるもの

も存在し，それらでは口唇の問に間唇を認めた(Fig.８)．

著しい特徴としては，本型は胄盲のう（ventricular

appendix)が腸盲のうに比して極めて長く（胄盲のう長／

腸盲のう長＝4.6(雌),５．４(雄))以下の３型は両盲のうが

ほぼ等長である点でこれと簡単に区別出来る(Figs､2,9,

Table５)．腹側左側位に極く小形のレネット細胞類似体

を認めたが真偽は後日に譲らねばならない．また排泄口

の位置も不明である．胃部は短小で，生殖器はかなり発

達し，らせん状に走行するのを認める(Fig.１０)．雌では

陰門も見出されたが，その位置は体中央部よりやや前方

である．

Ｂ型：

Ａ型虫体に較べるとかなり大型であるばかりでなく，

体幅に関しても，この型の虫体は得られたCb"/γαcaec""ｚ

属虫体中最大である(Table５)．被鞘に穿歯類似の構造

を認めたが，尾端小鰊は認められない(Figs、２，６，７)．

なお，被鞘内の虫体尾端には微小鰊構造を確認出来なか

った.また角皮紋理は著明であった．胄部は極く小形で，

排泄口の位置は亜腹側口唇の間である(Fig.６)．レネッ

卜細胞は大型で，腹側左側位をとり食道後部附近より始

まり，小腸後方にまで達している‘この型の最大の特徴

は,生殖器が全く未発達で,陰門も認められないことで，

得られたＣｂ"Z,戸αcaeα`'''４型中生殖器の全く見られない

のはこの型の虫体だけであった（Figs、９，１０)．

Ｃ型：

この型として得られた虫体は，すべて脱皮後と思わ

れ，脱皮前に穿歯や尾端小練が被鞘に存在したか否かは

確かめ得なかった．口唇はかなり発達していて，その間

に間唇も認められる(Fig.８)．排泄口は神経環の直後に

開口する(Fig.６)．レネット細胞は，食道後部附近より

小腸後方にまで延びているが，中間に極く細く，くびれ

た個所の存在を認めた．生殖器はかなり発育していて陰

門も体中央部よりやや前方に位置している．また胄部は

この属の他型同様短小である(Figs、２，９，１０)．尾部は

短小で，先端はこぶ状を呈し，その表面にいぼ状の微細

な突起が20～30個存在する（Fig.７)．

Ｄ型：

被鞘に尾端小鰊および極く小形の穿歯（ほふく状）が

ある（Figs、７，８)．胃は短小で，生殖器は比較的よく発

達して(Figs、２，９，１０)陰門も体中央部よりやや前方に

、
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位置する．排泄口は神経環の直後に開口（Fig.６)する．

この型はｃ型と類似するが，それと異なる点は，頭部

の発達の悪いこと，尾が長く次第に先細りとなること，

被鞘内幼虫の尾端はこぶ状とならず，１５～20個の微小鯨

が存在すること（Fig.７)，またレネット細胞は，小形

で，食道部後半附近に存在するのみで後方にまで達して

いないことなどである．またＤ型は，ニシンおよびマア

ジから得られているが，魚種の違いによる虫体の差異は

認められない．

ｅ、全虫種を通じての特徴

生殖器を除いては，性の違いによる形態学上の相違は

認められないが，今回の検査対象となった材料で，雌雄

の区別をなしえた虫種に関する限り，ただ一つ，尾長の

みは，常に雄のほうが雌に比して大である．また生殖器

は全虫種にわたり未熟で,交接刺(spicule)や肛門後乳頭

(postanalpapilla）なども認められず．種までの同定は

いずれの場合も不能である．さらに，Ｃｂ"lfracaecz`'〃Ｃ

型を除くすべての虫種に穿歯を認めるが，それらは虫体

腹側に位置するのが常である．

２．Graingerの培養法によるＡ"加肋幼線虫の観察

Ａ"加肋属に属すると思われる虫体のみを使用して

Grainger（1959）による培養法（ｐＨ２．２のMcllvaine

氏緩衝液に１％の濃度にペプシンを溶解したものを培地

とし，これに魚肉片を添加した上，３７°Ｃに保持する）

を試みた結果，おおむね彼と同一の成績を得た．また彼

の結果と同じく，本観察でも初めにＡ"加肋属虫体と

同定したものは，終始同属の特徴を示して，腸盲のうや

胄盲のうが現われることはなかった．

培養10日後迄の発育状態の概要を述べると，脱皮は

Graingerの成績よりやや遅く，培養後５日で起らず，

６～７日でその徴候を示した．脱皮後は体表の横紋理が

明瞭となり，頭部では口唇が明らかとなる．胄部は初め

の不透明質が透明質に変わり，食道や小腸との境界が判

然としなくなる．体中間部では腸壁に雛が認められる

が，腸管の蛇行する徴候は現われず，尾部では，尾端小

赫が脱皮と共に脱落する．生殖巣の発育はほとんど認め

るべきものがなく，交接刺および肛門後乳頭などの特殊

な器官も未だ全く認められない．Ｆｉｇ．１１は培養後10日

の虫体を示したものである．

考察

Baylis(1920）およびＹｏｒｋ＆Maplestone(1926）の

分類体系は，今日まで多くの研究者に採用され，それぞ

れ多少の改変が加えられて，Ｐｕnｔ（1941)，Johnston＆

Mawson(1945)，Berland（1961)，Yamaguti（1961）な

どの体系が生れた．本研究における同定，鑑別に際し

て，上記の体系を参考にしたが，これらは，総じて，消

化器系の構造を重視して配置したものであって，系統学

にもとずいた自然分類の立場からみれば不完全なもので

あり，しばしば分類学上の混乱をまねくことがあった．

近年Hartwich(1957）が発表した体系は，上記に反し

て，虫体の排泄系を重視したもので，合理性の上で－歩

進んだ感がある．Hartwich以前の分類では，排泄系と

しては排泄口の位置の考察にとどまり，排泄器官の記載

はほとんどない．しかしHartwichの分類体系では，口

唇基部にふさ状の角皮性構造物のないもののうち，音叉

状の排泄系をもつものとしてAscaridines（科群)，左側

位排泄系をもつものとしてStomachines（科群）の二つ

を区別し，前科群にＰｂ〃ocaec""zを，又後科群にＴｅγ‐

γα"oUaを属せしめて,今迄異同のはっきりしなかったこ

の両属の位置を確定した．又Ａ"isαﾊﾉｓ属をSZo,"αc〃ｓ

属として，ＣＯ"ZmCaeC""ｚ属，Ｒ`ZPhicJascam属，Ｒａ‐

'ｈｚａｓｃａＭａｅｓ属とともにStomachines(科群）に属せ

しめたのも，この分類方式の特徴である．本研究におい

ては，その合理性の点からこの分類体系を参考にした．

いま同定の結果得られた９種類の幼虫体を配列するなら
以下の如<になる．

Ascaridoidea（上科）

LAscaridines（科群）

以下省略

２．Anisakines（Stomachines）（科群）

Anisakidae（Stomachidae）（科）

Anisakinae（Stomachinae）（亜科）

Ａ刀/sα肋（SZomachms）Ｉ型，Ⅱ型

ＺＷｒα"ＯｕａＡ型，Ｂ型

Ｃｍｔ７ａｃａｅｃ"”Ａ型，Ｂ型，Ｃ型，Ｄ型

Raphidascaridinae（亜科）

Ｒ妙AicJasca7/ｓｓｐ．又はＲ”んｉａａｓｃａ７ｏ‐

ｚｔＪｅｓｓＰ・

Goeziidae（科）

上の結果は，魚体からの分離直後の幼虫体を対象とし

て得られたものであり，発育にともなう形態変化によ

り，さらに種類数の増減する可能性のあることを考慮し

ておく必要があろう．

さて,Ａ"isαたｉｓなる属名に対するJohnston＆Mawson

(1945）やHartwich(1957）のＳ/o"zachz4sの採用，お

よびYamaguti（1961）の〃。c”s"ＺＭａの採用など

は，ともに命名規約上種々の問題があり，議論のあると

、

０
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海獣であることなどをあげている．成虫では特異な球状

部の存在で，Ｐｂγγocaec"、属やＴ２γγ"orα属とは判別

が容易であり，属として独立させるだけの特徴をもつも

のと想像されるが，この構造が幼虫形態でも認められる

か否かの記載はなく，もし，幼虫で存在せず，成虫への

発育過程で出現するものとすれば，ここで扱った材料が

幼線虫である以上，当然この構造の存否を含めて，間唇

の存否，spiculesの特徴，終宿主なども確認不可能であ

り，我々がＴｃ７７α"０℃αとしたもののなかに，このＰ/io‐

cα"e"zα属虫体の混在する可能性を否定出来なくなる．

この点の吟味は，今後の検討にまつこととし，ここでは

一応Ｔｅγγα"ＣＤαのみを該当属としておく．〃γγocaeα"〃

属は，ｎＭ，α"e"zα属とは異なり，前述の如く，排泄系

上の相違をもって，幼虫期にすでにＴｅ〃α"ｏｒ'α属とは

はっきり区別できるので〆本研究でＴｅ〃α"oUa属とし

たものとは，混同のおそれはない．

Ｒ”ん伽Scαγｉｓ又はＲ”/ｂｉａａｓｃａＭ伽属幼線虫とし

たのは，頭部未発達のため，両属鑑別のきめてである間

唇の存否が確認できなかったためで，このことはYa

maguti（1941）も述べている．この幼虫が，さらに発育

分化した場合,上のどちらか一方になると同時に,両者と

もに出現する可能`性もある．Yamagutiは，また，この

仲間に属する幼線虫として，ゴンズイから得たＡ型およ

びマルアジその他から得たＢ型の二型を区別記載してい

るが，各種計測値のほか，穿歯，生殖器，陰門の位置な

どを比較検討した結果，本研究で得た虫体はYamaguti

のいうＢ型に相当すると考えられる．

ＣＯ"rracaec"加属幼線虫については,Yamaguti（1935,

1941）が，Ｉ型からＶ型までの５種類を各種海産魚から

得ているが，各種器官の計測値の比較のほか，被鞘内虫

体の尾端微小鯨，被鞘の尾端小赫，間唇，陰門の位置

などから判断して，このうちＩ型は，本論文で述べた

Cb"〃αcaeC"加属Ａ型幼線虫に一致するものと考えられ

る．残りのⅡ型からＶ型までの虫体は，いずれもここに

記載したＣｂ"〃αcaec"、属幼線虫Ｂ型,Ｃ型，Ｄ型と相

違した．但し,Ｃｂ"zmcae`"、属Ｂ型幼線虫については，

Berland(1961)の述べているＣｍｔｒａｃａｅｃ""zsp・幼虫の

特徴とよく一致している．

以上の結果，結局ここに記載したＣＯ"Z7-acaecz`,,ｚ属

Ｃ型，Ｄ型の二.幼線虫については，未だ知見がないよう

に思われる．

Johnston＆Ｍａｗｓｏｎ(1945）は，海産魚から得たＣＯ‐

"zmcaec"”属幼線虫のうち，彼らのいうＩ型，Ⅱ型，

Ⅲ型は，おそらくⅣ型とＶ型の発育途上にあるものだろ

ころであるが，本研究では，扱った虫体が，すべて幼虫

体であったことで，決定的な判断はくだしがたく，この

問題は後日の検討に委ねるほかはない．ここでは，今日

なお広く用いられている旧属名Ａ"isα肺および旧亜科

名Anisakinaeなどを用いることにした．

本研究で得られた虫体はすべて幼虫体であり，頭部お

よび生殖器の発達が悪く，種までの同定は不可能であっ

たが，排泄系の発達は比較的よく，この系の特徴を利用

したHartwichの分類方式は，幼虫体の同定鑑別に際し

て特に役立つように思われ，虫体切片の作製によって排

泄系を観察しこの分類方式にしたがって考究すれば，

幼虫体といえども属までの同定分類はさして困難ではな

いと考える．

次に，本研究において観察した虫種につき以下二，三

論及する．まずＡ"加肋属幼線虫であるが，ここに記

載したＩ型およびⅡ型は，形態学および計測値の上から

Berland（1961）のＩ型およびⅡ型の記載によく一致し

た．またＰｕnt(1941）の報告しているＡ"加跡幼虫も

その記載から判断して著者らのＩ型に類似するように思

われる．影井ら(1967）が述べているように,海産哺乳動

物から得られたＡ"ｉｓａＡｉｓｓｉ"zルェとＡ・Zlypicaは，と

もに長胄型のＡ"加肋亜属に属し，ＡｐﾉiyseZeγなは，

短胄型のＳＡ巾6i"加肋亜属に属するとすると，胃部の

形状から，BerlandにしたがってここでＡ"加肋属Ｉ

型幼線虫としたものはＡ"加肺亜属に，またＡ"加肋

属Ⅱ型幼線虫としたものはＳ)(柳6/"Ｍｈｆｓ亜属に関連

が深いと思われる．Ａ"isα肋属幼線虫が，各種海産魚

類から得られたほかスルメイカのような軟体動物からも

検出できたことは興味あることであるが，この事実は，

すでにBerland(1961)が認め，スルメイカの一種Ｏ"z‐

'"αZosかヅルＳＳａｇｉがα/"Ｓから見出したことを記載して

いる．

ここで検出したＴｅ〃α"ＣＤα属Ａ型幼線虫は，形態学

的検討の結果，大鶴ら（1968）が発表したキウリウオそ

の他からのＴｅ'７α'1oUa属幼線虫とほぼ一致すると考え

る．又本研究ではじめて得られたＢ型幼線虫は，今迄に

記載なく，また虫数少なく２匹のみであったこととあわ

せて，通常認められるのはＡ型虫体であるように思われ

る．ところで，Myers（1959,1960）は，Pbl-ro…〔w"ｚ

属やＴｅ〃α，ｌｏＵａ属の特徴と異なる特徴をもつものとし

て，これらから分離した種を，Ｅ/iocα"ｅｍαなる新属に

属せしめ，この属を上記２属と区別する主要な特徴とし

て，間唇の欠如，胄部前端に偽球状体(pseudobulb）を

有すること，spiculesがほぼ等長であることう終宿主が

ひ
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うとしており，またGrainger（1959）は，タラから得

た幼線虫をｉｎｖｉｔｒｏで飼育して，pre-adultにすること

により鑑別が可能だとして，Ｐｂγrocaec",〃属および

Ａ"加肋属虫体を見出している．幼虫体の場合,ややも

すると発育途上のある一時期のみの観察で判断し，同定

を誤まる恐れが多分にある．従ってJohnston＆Ｍａ‐

ｗｓｏｎの見解やGraingerのいうような培養法を加味し

た鑑別は一顧に値する．そこで，このGraingerの培養

法を追試してみた結果，彼のいうほどではないが，或る

I程度の分化を認めた．但しこの培養法は不完全なもの

で，完全な条件下で，生存期間の延長をはかれば，幼線

虫の同定にとって有力な方法となるであろう．

虫体発育に関しては，さらに，本研究で対象とした幼

虫の生活史上の時期の問題がある．この問題は,Ｃｍｚｒα‐

ｃｚｚＢｍｍ属ではかなり調査が進んでいて,多くの研究があ

り，例えば，Berland（1961）は，Ｃａ‘ん"c""Ｌで，魚

体内からの幼虫は３期であると記し，Huizinga（1967）

もＣ""Ｚｒ秒(zPi"αz…で同様に述べている．従って，

これらによれば，本研究で得たＣｍＺγαcaec",〃属幼線虫

のうち,ＡＢＤ型は３期,またそれらの被鞘内虫体と脱

皮後と思われるＣ型は４期のものといえそうであるが，

ここでとりあげた幼虫体は，いずれも生活史が完全には

解明されていないので，それらが，何期のものであるか

を確言できない．今後，生活史の追究によって解決され

る問題である．

なお，この虫体発育に関してBaylis(1916)は,おそら

くＴｅγ、"ｏＵａ属と思われる線虫について検討し，体長

28ｍｍ以下の幼虫では消化器系に盲のうを認めないが，

虫体の発育に伴なって腸盲のうが発達してくると述べて

いる．しかし本観察では，Ｔｅγγα"０℃α属Ａ型で，最小

体長１１ｍｍのものから，又Ｂ型で同じく6.6ｍｍのも

のから，すでに腸盲のうが明らかに認められているし，

A"isα肋属の場合は１９ｍｍ位のものが最小体長である

が，Grainger法による培養で，腸盲のうが発達してく

るというようなことは経験しなかった．つまり，本観察

の範囲では，魚体からの分離時にすでに上述の９種類を

分別し得たが，材料によっては，Baylisのいうような事

実があるかも知れない．

さて，今日，Ａ"加跡属幼線虫の人アニサキス症に対

する病原虫としての重要性は広く認められているところ

であるが,Ａ"isaAis同様に,魚体内に寄生していて経口的

に人体に侵入の可能性をもつＡ"加肺近縁属幼線虫は，

果たして組織へ侵入して同様な病変を惹き起こすもので

あろうか．残念ながらこれに関する確証は今のところな

い、ただ北山ら（1967）が，イヌでＴｅ〃α"o［)αおよび

Cb"rracaec",〃両属幼線虫に起因する寄生虫性肉芽腫症

の自然例を見出していることと,大鶴ら(1968）が，Ｔｅ了．

γα"ＣＤαおよびＣｂ"ZraCaec""z両属幼線虫を家兎に経口

投与して，前者は胃壁に穿入，腹腔内に穿通するが，後

者は組織侵入性を認めず，消化管内で死滅したと述べ，

特にＴｅ〃α"oUa属幼線虫は人に摂取され，胃腸壁に移

行迷入する可能性のあることを指摘していることは注目

に値する．今後は，以上のことも考慮しつつ，病理切

片に現われる横断像からの虫体の鑑別，同定に資するよ

う，Ａ"/sα航属幼線虫のみならず，その近縁属幼線虫

の内部形態学上の特徴も－通り精査しておく必要があろ

う．この観点より，著者らは，次の研究課題として，こ

の問題の検討を予定している．

最後に，技術的なことで述べるなら，切片標本によっ

てはじめて見出されるような器官はほとんどなく，レネ

ット細胞の形態を調べることを除けば，一応の同定のた

めには，透徹による全体標本の観察で充分であると考え

る．

むすび

人消化管の好酸球Ｉ性肉芽腫症の病原虫として注目され

るＡ"加肺属幼線虫と，その近縁属幼線虫を，中間宿

主である海産魚９種およびスルメイカより採集し，それ

らの形態精査の結果４属９種類に分別した．

即ち，Ａ"加肋属２種類（Ｉ，Ⅱ型)，Ｔｅγγα"oz'α属

２種類（Ａ，Ｂ型)，Ｒ”ｈｉ`αＳＣＭＳ又はＲ`zphidasaz‐

γｏｆ`ｅＳ属１種類，Ｃｂ"〃αcaeα‘,'z属４種類（Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ

型)．

以上のうちＴｅ〃α"CuαＢ型およびＣｍｒ７ａｃａｃα`'〃Ｃ

型，Ｄ型の３種類は未だ記載なく，本報が最初の記録と

思われる．

１）Ａ"加肋属幼線虫のＩ型，Ⅱ型の区別点は,前者

では体長に比して胃部長〈，尾部が短かいのに対して後

者では逆に胄部短かく，尾部が長い．又Ｉ型では，尾端

が鈍円で一本の小鰊（いわゆるmucron）を有するのに

対して，Ⅱ型では小練なく次第に先細りとなる．

２）Ｔｅ〃α"ひびα属幼線虫のＡ，Ｂ両型の区別点は，

Ａ型がＢ型に比して極めて大きいこと，尾部短かく，尾

端に小鯨があること，腸盲のうに比して冑が長いことな

どである．

３）Ｃｂ,Ｚｒγαcaec""ｚ属幼線虫における各型の特徴を要

約すると以下のとおりである．すなわち，Ａ型では，胃

盲のうが腸盲のうに比して極めて長く，間唇，生殖原基

0
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を認め，被鞘内の幼虫の尾端に15～20個の微小練を備え

る．Ｂ型では，尾端小赫，生殖原基，被鞘内幼虫の尾端

微小鰊などが認められない，また，排泄口は，亜腹側口

唇の間に開く．ｃ型は，脱皮後と思われ，穿歯や尾端小

1iijl〔は認められず，生殖原基，間唇が認められ，排泄管は

神経環の直後に開く．幼虫の尾端には20～30個の微小な

いぼを備える．Ｄ型はＣ型に類似するが，被鞘内虫体の

尾端に微小鰊を備え，いぼ状構造物を有しない点で区別

しうる．

本論文の要旨は，第３５回日本寄生虫学会大会(1966）

および，第２８回日本寄生虫学会東日本支部大会(1968）
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a b C d e

Fig. 1 The schemata of heads and tails of larval nematodes isolated from fishes and squids.

c. Terranova (Type A) d. Terranova (Type B)a. Anisakis (Type I) b. Anisakis (Type II)

e. Raphidascaris or Raphidascaroides sp.
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Fig. 2 The schemata of heads and tails of larval nematodes isolated from fishes and squids.,

a. Cojitracaecum (Type A) b. Contracaecmn (Type B) c. Contracaeciun (Type C)

d. Contracaecmn (Type D)

(28)
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Fig. 3 Ventriculi and tails of Anisakis larvae,

a- Type I b. Type II

( 29 )
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Fig. 4 The fore parts of larval nematodes.

a. Anisakis (Type I) b. A?iisakis (Type II) c. Terranova (Type

d. Terranova (Type B) e. Raphidascaris or Raphidascaroides sp.

A)

( 30 )
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Fig. 5 The middle and hind parts of larval nematodes.

a. Anisakis (Ttype I) b. Anisakis (Type II) c. T'erranova (Type A)

d. Terranova (Type B) e. Raphidascaris or Rashidascaroides sp.

( 31 )
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Fig. 6 The excretory pores of larval nematodes.

a. Anisakis (Type I) b. Anisakis (Type II) c. Terranova (Type A)

d. Terranova (Type B) e. Contracaecum (Type B) f. Contracaecum (Type C)

g. Contracaecum (Type D) ep-excretory pore

( 32 )



481

Fig 7 The tails of larval nematodes.

.a(TvpeA) b Terranova(Type B) c. Raphidascaris or
a. va (Type a; d. a^nza^

t-j "/7^c ^n 2 d Contracaecum (Type A) 6
Raphuiascaratdes sp. ? cl. Can/rflc^mCType D) ?
(Type B) f. Contracaecwntjyve V *> »•

( 33 )
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Fig. 8 The heads of larval nematodes.

a. Raphidascaris or Raphidascaroides sp. b. Contracaecum (Type A)

c. Contracaecum (Type C) d. Contracaecum (Type D)

il-interlabium

(34)
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2

b c
Fig. 9 The fore parts of larval nematodes.

a. Contracaecuni (Type A) b. Contracaecuni (Type B)

c. Contracaecwn (Type C) d. Contracaecum (Type D)

( 35 )
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b c

Fig. 10 The middle and hind parts of larval nematodes.

a. Contracaeciim (Type A) b. Contracaecum (Type B)

c. Contracaecimi (Type C) d. Contracaecum {Type D

( 36 )
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Fig. 11 Pre-adult I) after cultivation by Granger's mediurl
a. Head b. Fore part of the body showing a ventriculus

c. Middle part of the body d. Tail

( 37 )
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MORPHOLOGICAL AND TAXONOMICAL STUDIES ON ANISAKIDAE

LARVAE FOUND IN MARINE FISHES AND SQUIDS

Tsutomu KOYAMA, Akio KOBAYASHI, Mitsuyoshi KUMADA, Yoshitaka KOMIYA

{Department of Parasitology, National Institute of Health, Tokyo, Japan)

TOMOO OSHIMA

(Department of Parasitology, School of Medicine, Shinshyu University,

Matsumoto, Japan)

NOBORU KAGEI

(Department of Parasitology, Institute of Public Health, Tokyo, Japan)

TOSHIO ISHII

(Nippon Institute for Biological Science, Tokyo, Japan)

AND

MASAAKI MACHIDA

(Department of Zoology, National Science Museum, Tokyo, Japan)

A study was presented on morphology and taxonomy of Anisakidae larvae found in marine

fishes and squids. The fishes subjected were cod, bonito, mackerel, horse mackerel, herring, trout,

sunfish and others (Table 1). They were caught in the Pacific off the shore of Japan Islands.

Anisakidae larvae collected were classified into Anisakis (Types I and II), Terranova (Types A

and B), Raphidascaris or Raphidascaroides and Contracaecum (Types A, B, C and D).

The morphological characteristics of each type of larvae are summarized as follows ;

1. Anisakis: Type I larva has longer ventriculus (glandular portion of oesophagus) and

shorter tail than Type II larva. Indices $3 and y are 25.51 and 250.03 in Type I larva, while

49.03 and 114.27 in Type II larva, respectively (Table 2). The tail of Type I larva is conical and

provides a mucron, while that of Type II larva is tapering evenly to a point and lacking in

mucron. These characteristics of each type of the larvae may be identical with those described

by Punt (1941) and Berland (1961).

2. Terranova: Type A larva is much larger than Type B larva, the average length be

ing about 24.2 mm in the former and about 6.7 mm in the latter. Both tail and intestinal caecum

of Type A larva are rather short (^ = 220.0, Y= 44.0) for its body length, while those of Type B

larva long(f —55.4, Y—8.3) (Table 3). The former type provides a mucron, while the latter lacks

it. The characteristics of Type A larva may conform to those of Terranova sp. larva described by

Otsuru et al. (1968). The collection of Type B larva may be the first record from marine fishes.

3. Raphidascaris or Raphidascaroides : One type of larval nematode which belongs to

Raphidascaris or Raphidascaroides, identical with Raphidascaris or Raphidascaroides sp. larva

(Type B) described by Yamaguti (1941), was found. The generic determination was unable to

make, because the mouth part was not differentiated.

4. Contracaecum: The ventricular appendix of Type A larva, possibly identical with

the larva (I) reported by Yamaguti (1935, 1941), is longer than the intestinal caecum (Z = 4.6 (¥) and

( 38 )
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54 (£)) (Table 5), while these are almost equal in length on the other types of larvae. This type

of larva has generative anlagen and distinct interlabia, and the larva within loosed sheath pro

vides 15-20 minute spines on the tail. Type B larva has tapering tail and is lacking in mucron

and generative organs. The excretory pore opens between subventral lips. This type of larva

may be identical with that described by Berland (1961). Type C larva is thought to be of a

pre-adult stage with generative organs and interlabia. It lacks boring tooth and mucron. The

most remarkable characteristic is to possess 20-30 minute wart-like projections on the tail. Type

D larva structurally resembles Type C larva with an exception of absence of such projections.

Excretory pore was observed at about the same level as the nerve ring both in Type C and D

larvae. Type C and D larvae described may be the first record.

The classification of Anisakidae larvae above mentioned may retain a possibility to be

slightly altered when more detailed data are available, e.g. by culture, on their morphology.

(39)




