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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　Host-parasite relationships between the lung flukes, ？αΓ昭onimus ohirai and P. miyazakii.

and some murine mammals were investigated from the following point of view.

　　Multiple numbers of metacercariae of p. ohirai or P. miyazakii were fed orally to

several species of mammals including wild species, respectively (multiple-worm infection

ｆｃｅｒ　ＯＳ).　Basedupon the results obtained, the susceptibilities of hosts to the parasites were

confirmed: besides the taxonomical and ecological standpoints on the murine mammals

used were briefly discussed from the point of view of host-parasite relationships.

　　　In the infections peｒ ＯＳof albino rats with both Ｐ，ｏｈｉｒaiand ？ 。liyazakii, it is ｗが1

known that most ofthe worms migrate into the liver ofhosts before they reach the lungs.

But it has been obscure why the worm migrates into the liver, and whether or not the worm

can mature without migration into the liver. These liver specificity (organ specificity)

in a definitive host varies according to the species of flukes and/or definitive hosts. The

present experiment was designed to know whether ？. ohirai and P.m!yazakii can mature or.

not without migration into the liver of hosts.･The metacercariae of each species 'of

？αΓ昭onimus were artificially introduced into the pleural cavities of albino rats and mice,

respectively (artificial introductions ofmetacercariae).

　　　In order to secure the self-insemination and/or cross-insemination ｂｅｔｗ.ｅｅｎＰ．ｏｈｉｒai

and P. miyazakii, single-worm infections peΓOS and mixed infections with p. 0ゐfΓatanc!j）.

miyazakii were employed.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　Metacercariae of p. ohiΓαfused in the present experiment were dissected from the

naturally infected sesarmid crabｓ. Ｓｅｓａｒｍａ(且心metopus) dehaani Ｈ. Milne-Edwards collect-

ed from Maruyama River, Hyogo Prefecture, andｐ. miｙａｚakii metacercariae were obtain-

ed from the potamonid crabs, ？政z。．7(ＧｅｏtheSphｕｓａ)ｄｅｈａａｎｉ(White)from ａ small strりam

near Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture and Iyomishima City, Ehime Prefecture, Japan.

　　　Of the hosts used in this study, £．法印θ,7!μj面詰ii (Thomas), Apoぬmus argenteus

Temminck et Schlegel, A. speciosus (Temminck et.Schlegel), Ratlus･ｇμus (Linnaeus) and

R. norvegicus noneがcus (Berkenhout) were live-trapped in Fukuoka, Ehime and Kochi

Ｐrｅをctures, Japan.　These wild trapped hots were held in the laboratory for periodりｎ

excess of two weeks and the feces checked periodically to verify that natural infections of

lung flukes were not present.　Unless noted elsewhere, all animals used in infections were

adults. Other experimental hosts, viz.,　Ｍｅｓｏぴｉｃｅtｕｓａｕｒalｕｓ(Xへ/aterhouse), Mus musculus

乙£･mgneΓivar. albiぬKishida, R.。r明Hcus alb・us (Hatai) and Cavia cobqya Schreber were

supplied from Experimental Animal Institute of Kyushu University, Biological Laborato-

ry of Faculty of Education of Kochi University, Japan and commercial sources. They･

were ｍａｉ�y fed with ａ commercially prepared diet and water was provided ad ttbitｕｍ，
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　　　In the cases of multiple-worm infections/)eΓａらsingle-worm infections/)*ΓOSand mixed

infections per os withp.　ohiｒaiand p. miyazakiらthe metacercariae･dissected were put into

the esophagus of each host under ether narcosis by an injection syringe with a slender

vinyle tube. Thereafter the animals were killed with ether and inspected for the worms.

lung cysts and hemorrhages.　In the artificialiれtroductions, the metacercariae dissected

were introduced into the pleural cavity of each host under ether narcosis by the syringe

mentioned above. In this case, to facilitate examination each of the hosts received an

intravenous injection oflO to 15 ml of 0.3% Evans-blue solution per kg body weight

15 minutes before autopsy. The Evans-blue techniques were also employed in single-

,｀゛orminfections of albino rats with ？.必晶i to search for migrating worms.

　　　The worms recovered were fixed in 70% alcohol, stained with carmine ａｎ(!mounted

in balsam. Morphological observations were made on these stained and mounted worms.

The results obtained were summarized as follows:

　　　1) p. ohirai developed to maturity in all of the hosts used, but in Ｑ出切&りa the

time required for P. ohiraitoreach maturity was significantly prolonged until 94 days after

infections: it was before and/or after 30 days in the other hosts.

　　　2) Of the hosts used, the lung cyst formation with‘Ｐ，ohiｒai"ｗａｓinduced only in the

animals belonging to the genus Rattus. The worms recovered from the other hosts were

found freely in their pleural cavities without cysts, furthermore in this case the dead

individuals of hosts probably caused by 7).必i砲i infections were recognized during the

observation.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　　3) While,？. mり･azakii matured in j?.｢「αμus,R. non･啄な回心･回がｒz4」,R. nori･φ･tlif

albinus and Ｃ.　ｃｏｂりａ;the lung cyst formation was induced, in theねrst three forrm of the

genus Rattus as well as j).必iΓatinfections.　Of the animals used in the multiple-worm

infections peｒOS with ？. miyazakii metacercariae. Me. auratus, Mus musculus乙£lagnerivar.

flibｕｌａand Ｃ．必り'a had a tendency to die in the early perioφり3finfections, but Ｃ.必９α

died from some unknown causes. In Mu∫miむａ＆1･wagneri var. �bula the growth ｏＩＰ.

函μzakii was significantly restrained throughout the experiment, remaining in smaller

size until 65 days after infectionｓ　<)ｅｒ　ＯＳ.　Onlyone host･was completely refractory to

infection, the fieldmouse, A. specio∫z£５.　　　，し　　　　　　　　　　　'

　　　4) In the case of P.晶晶i infections, higher infection rates･ofhosts and recovery rates

of worms were obtained in most of the murine mammals used . These facts suggest that

the experimental hosts have a high susceptibl!ity for P. ohirai.

　　　5) From the results in the multiple-worm infections･ｆｔｅｒ　ＯＳ，　ｔheanimals of the

genus RaμM presumed to be more susceptible for the lung flukes as compared with the

others.　Although ？. 必iraiinfected and matured in all of thと hosts used, the animals

other than Rattus tended to die ofP.o細友infections; t恥refore these hosts were･considered

to be unsuitable for the parasite species.　　　　　　　し　しバ

　　　6) Taxonomical and ecological problems in rodenばwere discussed from the host-

parasite relationships between ？. ohirai and murine mammals used. Hitherto, Me.

auratus has been belonging to the subfamily Cricetinae of family Muridae. But Simpson

(1945) tried to divide the family Muridae into two fami!ies, Cricetidae and Muridae.

On the contrary, Ellerman and Morrison-Scott (1951) supported the past classificationin

rodents. The results obtained from the multiple-worm infections J)ｅｒOS of Me. auratus

mostly agreed with those in the other mammals such ａＳ£.Ｊ面詰iiof Microtinae and ｊ.

α尽ｇなus,A. specios･･ｊand Mus musculus wagneri var. albula of Murinae, both subfamilies

belonging to Muridae in ａ narrow sense. Thus, these relations between Ｐ八bhiiai　ａnd

Me. auratus seemed to agree with the opinion of Ellerman and Morrison-Scott (1951).

The maturity of/", ohiΓaiin C. cobaya was markedly prolbnged, while it was normal in

the other murine mammals. These‘differences might have been caused by the nature

ofhosts in taxonomical di既｢ences; Ｃ.‘功り･a belongs｡to the suborder Hystricomorpha･

others Myomorpha.　　　　　　　　　　　i･　ノ　／

　　　ﾌ) There isａclose connection between t臨s１とeptibility of mammals to the parasite

and the ecological factors of them such as habitats and food ･habits. From the results

obtained, it was presumed thatｊ. 功�。susand j?.rattuswhiむｈ‘arenot recorded as natural

host up to date have a possibility of infections with ｐ.ｏｈｉｒai.Ｕ!iderthe natural eondition.

Although 7).戚面also matured in £,ｊ戚露i whic!l is belonginがo Microtinae as well as
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Micrott£ぶmontebelli (Milne-Edwards), natural host of p. ohirai, the animal seems to have

no chance to contact with the second intermediate hosts of p.岫irai, sesarmid crabs. Any

rodent animals have never been recorded as natural hosts for P.miyazaんit. In the present

experiment this fluke reached to maturity in ｊ. αΓg卵teus, R. raμＭ and ｊ?. norひegicus zl∂rve-

がcus; therefore these murine mammals might serve as definitive hosts under the natural

condition.

　　　8)ｐ.　ｏｈｉＴａｉmetacercariae artificially introduced into the pleural cavities ofβ.

norぽ'gicus albinus and Mus musculus乙£lagneri var. albula, easily excysted and infected to the

hosts as compared with p. miyazakii metacercariae in the similar experiment.

　　　9) Most of P. ohiΓαiintroduced developed to maturity without migration into liver

of hosts. In the case of artificial introduction of the metacercariae into jで.norvegicus

“Ibinus, the lung cyst formation was first induced in the Iungs.ofhosts lフdays of introduc-

tion and the eggs in uteri of the worms were recognized on day 25. ０ｎ the other hand,

in Ａｆzム1musculus z£mgne.Γ･jvar.alhｕla introduced with ？. θゐiΓαｉmetacercariae the worms

were' found freely in the pleural cavities of hosts without cysts; uterine eggs appeared

on day 3l after introduction.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.．

　　　10)？.。iyazakii metacercariae introduced also excysted in the pleural cavity of j?.

”θΓvegicusalbinus, but most migrated, in six to 25 days, into the liver or muscles underlying

the peritoneal lining.　T1!ese worms then returned to the pleural cavity and induced

lung cyst formation in the host 35 days and produced eggs in the uteri of worms 55 days of

introduction.

　　　11) In Musmuscuム４ｊ wagneパvar. albula, the migration of p. mリazakii had a tendency

to mostly agree with the results in R.noΓvegicus albinus, but the ratio of the worms migrated

into the liver and peritoneal cavity per worms recovered was lower than in R. norぴegictts

ｊ&iηus, and the growth of the worms was significantly restrained.

　　　12) The results mentioned above suggest that ？. miyazakii has a higher susceptibi-

lity to the liver of hosts than ？. ohirai to attain maturity.

　　　13) Even though the worms in single-worm infections developed to maturity in the

pleural ｃ３゛ity otR. 1。ａがcus albinus, no cysts in the lungs of hosts were found in
p. ohiΓαi

OT p. m!yazakii infectionリｅｒ　ＯＳ.

　　　14) Migration and growth ofP.岫面i in single-worm infections .mostly agreed with

those in multiple-worm infections except the lung ｃyｓ‘tformation.

　　　15) In single-worm infections with j）.必irai, the miracidial formations in eggs were

scarcely found, showing the rate of zero to 4.40%; while 55.23 to 93.33% in multiple-

worm infections.　This fact suggests that reproduction of p. ohirai is mainly performed

by cross-insemination but not self-insemination.

　　　16) In the mixed infection with 戸．，力面t and P. miyazakii, a single metacercaria of

each species was simultaneously fed orally to R. noTvegicus albinus. Typical ･lung cysts

with both species were recognized in the host, but P. ohiΓαｉhad ａ tendency to free from the

cysts after the formation.

　　　17) While, in the mixed infections with p. ohirai and p. wester。1α。>',any lung cysts

had never been found in dogs.　In this case P.ｏｈｉｒaiｒｅａched to maturity in the pleural

cavity of hosts but P.u。jZ。rmani remained immature on day 94 after infection.

　　　18) Based upon the information reported hitherto and upon the results obtained in

the present studies, the specific differences between p. ohiΓat and P. miydzakii were discuss-

ed from the point of view of the host-parasite relationships. Both species showed the

significant differences in the affinities to the liver of rodent host; P. ohirai having brackish

water intermediate hosts but p. miyazakii fresh water ones. Several investigators have

been insisted that both Ｐ，.'ｌａｄｏｅｎ＾ｕand p. il∂ktsuerぼ7zｊ∫ａｒｅ伍milier to p. ohiΓαiin the

morphological point of view. In this connection, the first species has the fresh water

intermediate hosts and the second one has both the fresh and/or brackish water inter-

mediate hosts. ヽTherefore, these species are ecologically different from Ｐ，ｏｈｉｒai.From

the facts mentioned above and the knowledge reported on the snails and crabs, the first

and second intermediate hosts of the lung flukes, ？αΓagonimus spp･， the ancestral forms of

thむflukes seem to be the species having brackish water intermediate hosts. But more

info「mations on the interspecific relations in the genus ｣)αΓ９。limus are needed t゛odiscuss

these problems･
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　　　　　　　　　　　　　　　　　I●　緒　　　　　言

　肺吸虫を含む扁形勁物門Plathelminthesには渦虫綱Turbellaria,吸虫綱Trematodaおよび

条虫綱Cestodaの３綱が属している．これらのうち後２者のものは，いずれも他の動物に内

部寄生または外部寄生して生活を営み，人体をはじめ家畜その他め動物に多くの病害を及ぼす

ことが知られている．近年，寄生性動物のうち医学上ならびに獣医学上，重要な種についての

研究は大いに進展した．なかでも予防や治療面においては多くの成果がみられたが，その生活

史をはじめ生物学的知見については，なお未知な問題か多く残されている．これは，寄生性動

物についての研究が不充分なことに帰因しているのは勿論であるが，その生活が世代の交番を

伴う複雑な発育史を特徴とすることにもよる．　二世目Digenea ･に属している肺吸虫属Ｐａｒａ-

即nimusのものでは，そのミラシジウムは貝体内に侵入してズポロシストとなり，ついで第１

代レジア，第２代レジア，さらにセルカリアというように幼生生殖を営み，セルカリアはカニ

体内に侵入してメタセルカリアになったのち，哺乳動物体内で成虫に達する．このように二世

目の吸虫類は同一種においても，その幼虫時代の形態がいろいろ変化する．また，吸虫類はこ

の間に第１代，第２代，第３代あるいは第４代宿主というように発育の途上でその宿主をつぎ

つぎに変え，単為生殖を行なうこともある．このため，その生活史は極めて複雑で，分類学上

もまだ未解決の問題が多い．二世目の吸虫類には日本だけでも約1000種の成虫が発表されてい

るが，全生活史が明らかにされているのは，わずか60種にすぎず，また現在すでに知られてい

るセルカリアは160種にも及ぶが，そのうちの約100種は成虫との関連がつかめず，弧立してい

る（伊藤, 1965).

　世界に分布する肺吸虫属のものは，現在までに20余種が知られている．そのうち日本ではウ

ェステルマンハイキュウチュウ　Paragonimus westermani (Kerbert),オオヒラハイキュウチュウ

フ），ｏｈｉｒaiMiyazaki,3ガタオオヒラハイキュウチュウ戸. iloktsuenensis.Chen,ミヤザキハイキュ

ウチュウj）.ﾀmyazakii Kamo et�.およびサドハイキュウチュウＰ，ｓａｄｏｍｓiｓ Miyazaki el al･

の５種がみられる．このうち人体寄生か証明されているのはウヱステルマンハイキュウチュウ

だけで，他の４種の肺吸虫はいずれも家畜ならびに野生獣類に，その自然感染が認められてい

る．　したがって，これら獣類寄生の肺吸虫はむしろ獣医・畜産学的に重要な種といえる．日本

産の肺吸虫については，その生活史の大要か明らかにされてきたといえよう．しかし外国産の

多くはその第１，第２中間宿主が不明のまま残されている．

　日本では長い間，カワニナSemisulcospira bet･soni(Philippi)を第１中間宿主とし，モクズガニ

＆泌細りaponicus (de Haan)やサワガ二八向加［（Ｇｅｏt�J)hｕｓａ）dehaaniWhiteなどを第２中間

宿主とするウェステルマンハイキュウチュウ１種だけが分布すると考えられていた．ところが

宮崎(1939)は熊本県八代産のベンケイガユＳｅｓａｔｍａ（＆αΓma) inter凹面ａ de Haan に，ウェ

ステルマンハイキュウチュウとは異なるメタセルカリアを見出し，これをダイコクネズミ

励ttus norvegiciisalbinus (Hatai)に与えて成虫を得，新種オオヒラハイキュウチュウとして報

告した．本種の主な形態学的特徴としては，メタセルカリアの内膜が薄いこと，成虫の卵巣が

ウェステルマンハイキュウチュウのそれより複雑で，体表の皮韓が群生していること，などが

あげられている．

　一方，ミヤザキハイキュウチュウは山口県岩国市六呂師:産のサワガニに，そのメタセルカリ

アが見出され，これをダイコクネズミとネコFeliｓ ｃａｌｖｓ･Linr!aeus に与えて成虫を得たのち，

新種として記載された種である(Kamo et al･, 1961).この肺吸虫の主な形態学的特徴として

は，メタセルカリアの内膜が日本に産する５種肺吸虫のなかでは最も厚いことがあげられてい

る．また成虫の卵巣はウェステルマンハイキュウチュウのそれより複雑，オオヒラハイキ５ウ
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チュウ，コガタオオヒラハイキュウチ.＝4ウおよびサドハイキュウチュウの卵巣よ.り単純であ

り，皮辣は単生であるこ,となどがあげられている．　　　　　　　　一

　一般に肺吸虫は種特有の第１，第２中間宿主ならびに終宿主を保持選択しているということ

は周知のとおりである．これは，それぞれの峠吸虫に対する宿主動物の感受性susceptibilityに

差異一宿主特異性host-specificity―が存在するためと考えられている．したがって，自然界で

肺吸虫が分布し生存するためには，その種に固有の第１，第２中間宿主および終宿主の生息が

必要条件となる．これらの宿主と寄生性動物との関係，すなわち宿主寄生体関係host-parasite

relationshipは肺吸虫に対する宿主動物の感受性の違いによって生じるものと考えられ，これ

は寄生現象を解明する上で一つの重要な手がかりとなろう. Sprent(1962)は適応対性adapta-

tion tolerance という立場から，オーストラリアの哺乳類を在来種in（≒enousと外来種non-

indigenousに分け，これらの動物に線虫の１種丿mplicaecum robertsiSprent and Mines を実験

的に感染させ，終宿主体内におけるこの線虫の発育を検討している．それによると，在来種に

感染させた虫体の発育は，外来種でのそれに比較しはるかに良好であったという．このような

宿主動物と寄生性動物との関係についての研究は日本でもみられる.

　Sakaguchi and Jameson (1962)および阪口(1967)は宿主哺乳類の分布から外部寄生虫で

あるノミの分布を，また逆に沢田（1971）は内部寄生虫である条虫相から，その宿主となる日

本産コウモリ類の分布を論じ，それぞれ興味ある知見を報告している．このように，宿主寄生

体関係の究明は宿主の側あるいは寄生虫の側の両面から興味深い問題といえる．

　この研究では，宿主となる鼠類がその種的あるいは生態学的差異により，肺吸虫に対しどの

ような感受性の違いを示すかを検討した．このため野鼠を含む数種の仮歯類を実験的宿主とし

て，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウの実験感染を行ない，宿主ならび

に肺吸虫の側の両面から宿主寄生体関係を追究した．

　さらにまた肺吸虫においては，宿主特異性のほかに臓器特異性organ-specificityがみられ，

終宿主体内における移行経路や発育には，肺吸虫の種または宿主動物の種による違いがみられ

る［横川ら, 1957d, 1964a; Yokogawa ｅｌａｌ，］962)･すなわち，オオヒラハイキュウチュウで

は，宿主の小腸で脱獄した幼虫（脱襲幼虫）が腹腔へ移行して肝臓に穿入し，ここでしばらく

寄生したのち，横隔膜を穿通して胸腔に達し，肺臓に穿入，虫襲腫内で寄生するのが主な移行

経路とされている．また虫体の子宮内に虫卵が認められるのは，経口投与後26日から28日であ

る（宮崎, 1940 ； 冨田, 1956 ； 大倉,･1963a, b).一方，ミヤザキハイキュウチュウにおいても

虫体は宿主の肝臓へ穿入する力行この肺吸虫の鼠感染では腹壁筋肉内および肝臓ぺ穿入したの

ちに胸腔へ移行する．しかしネコ感染では腹壁筋へ移行することはなく，虫体は肝臓に穿入し

たのち胸腔に移行する（横川ら, 1964a, b).ところが，ネコおよび鼠に感染したウjlステノLダマ

ンハイキュウチュウでは，虫休は宿主の腹壁筋へは穿入するか，肝臓へは移行しないとされて

いる(Yokogawa etα/･,1962).このような，宿主の肝臓に対する虫休の臓器特異性は，その発

育という面から興味深い問題である．しかしオオヒラハイキュウチュウやミヤザキハイキュウ

チュウが何故に宿主の肝臓へ穿入するのか，また肝臓へ移行しなければ虫体は成熟よﾉえないの

か，などの点については検討の余地か残されている．それ故，両種の肺吸虫における肝臓移行

の生物学的意義や，肝臓に対する親和性を比較することは，肺吸虫の種的差異を追究する上で

も極めて興味深い．そこで，正常な感染経路ではないか，鼠類の胸腔内にメタセルカリアを移

植し，虫体の移行ならびに発育経過について両種で比較検討した．

　また，二世目に属する吸虫類の一部を除くほとんどのものは雌雄同体であるが，肺吸虫の場

合は肺臓に形成される虫獄腫内に，通常２個体以上が寄生している．このことから，一般にそ
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の生殖は相互交接によるものと考えられている．しかし肺吸虫の生殖についての実験的な研究

は極めて少ないのが現状である．本実験ではこの点をも追究するため，オオヒラハイキュウ.チ

ュウあるいはミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアによる単数感染を試み，得られた虫

卵の孵化能力について検定し，あわせて虫体の移行や発育状況をも調べた．　また肺吸虫におけ

る種間の関係をみる一つの手段として，両種の肺吸虫による混合感染を試み，異種間でも虫直

腫が形成されるかどうかを検討した．　　　　に

　本研究では，これらの点に関する実験結果の全容を述べ,ヽあわせて生物学的観点からの考察

を試みた．　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　稿を草するにあたり，終始懇篤な指導と鞭鎧を賜わった九州大学名誉教授宮崎一郎博士，同

三宅貞祥博士，九州大学農学部教授内田照章博士に対して厚く御礼申し上げる．また本研究に

種々御助言頂いた九州大学医療技術短期大学部教授川島健治郎博士，同医学部講師浜島房則博

士，種々御高配賜わった高知大学教育学部教授増田晃博士な'らびに山中二男博士に深甚なる謝

意をあらわしたい．また実験に絶大なる援助を頂いた元九州大学医学部研究生武井次雄氏に心

から御礼申し上げる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　II●　材料およぴ方法･・

　オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュヴヂュウの経口的複数感染においては，両種

肺吸虫のメタセルカリアを，野鼠をも含む数種め鼠類にその複数個を経口投与した．またメタ

セルカリアの鼠胸腔内への移植では，ハツカネズミとダイ,コクネズミを用い，これらの鼠の胸

腔内にメタセルカリアを注入した．一方，オオヒラこハイキュウチュウあるいはミヤザキハイキ

ュウチュウの単数感染では，ダイコクネズミにｔ個のメタセルカリアを経口投与した．また異

種間の混合感染では，それぞれの種のメタセルカリアを･ト個ずつ，合計２個を経口的に感染さ

せた．使丹･されたメタ‥セルカリアは，いずれも第２中間宿主であるカニの体内から分離された

ものである．これらのメタセルカリアを供試するに際しては，幼虫を被っている外膜および内

膜のうち，前者を除去して後者だけを残すようにした．以下，これらの実験材料および方法に

ついての詳細を述べる．　　　　　　　　　　　≒

　メタセルカリア：　オオヒラハイキュウチュウめメタセルカリアは，兵庫県城崎で採集した

クロベンケイの肝臓から分離された．またミヤザキハ千キュウチュウのそれは，山口県岩国市

および愛媛県伊予三島市で採集したサワガエの心臓,･肝臓および甲殻内側の被膜から分離され

たものである．これら２種のメタセルカリアを時計皿内のリングル液に移したのち，実験計画

に従ってただちに使用した．　　　　　　　　　　　　，．

　腫歯類：　使用された鶴歯類は実験動物として一般的なゴフルデンハムスターＭｆｉｊsｏｃｒ･ｉｃｅＡｉｉｓ

ｕr油･s (Waterhouse),ハツカネズミ（マウス）Ａ血了muscidus waeneri var. alb�a Kishida,ダイコ

クネズミ（ラット），テンジクネズミＧ山心肺z Scl!reber*の４種，ならびに野生のスミス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●l　　　l　・ネズミ　£'oLliei四,ＦＪ面面i(Thomas),ヒメネズミ　Apodemus argenleus Temminck et Schlegel,ア

カネズミ　々りdemiis spec前回(Temminck et Schlegel),クマネズミ 召αμusrathび　(Linnaeus),ド

ブネズミ励的Ｊ･田昭面Ｊ norvegiに(BerkenhoLit)である．これらの鼠類のうち，ハツカネズ

ミ（dd系）とダイコクネズミ（SD株およびＷＫ株）べま九州大学純系動物飼育室ならびに

高知大学教育学部生物学教室で繁殖させたものである／またゴＪルデンハムスターとテンジク

＊テンジクネズミは分類学的にヤマアラシ亜目Hystriec!ｍｏｌ･phaに属し，他の供試鼠類はネズミ亜目Myo-

　morphaに属する．鼠類といえば正確にはネズミ亜自のしものを指すが，以後，煩雑を避けるためテンジク

　ネズミをもこめて鼠類と呼ぶ．　　　　　　　　　＼≒．’
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ネズミ(Hartley系）は，いずれも市販のものである，一方，野生鼠類の捕獲には生捕り用の

捕鼠箇を用い，餌として油揚げまたはサツマイモとピーナツ・バターを使用した．この方法に

よりスミスネズミとヒメネズミを愛媛県石鎚山と面河渓で捕獲し，またアカネズミとクマネズ

ミを高知市，ドブネズミを福岡市と高知市でそれぞれ捕獲した．これらの野生鼠類を２週間以

上飼育し，数回の糞便検査を行ない，肺吸虫卵に対し陰性であることを確認したのち使用し

た．供試鼠類にはオリエンタル固型飼料と水を常時与え，野生の鼠にはこのほかに油揚げ，サ

ツマイモおよび野菜などをも適宜与えて室温で飼育した．

　メタセルカリアの経口投与法：　クロベンケイおよびサワガエから分離したオオヒラハイキ

ュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのそれぞれのメタセルカリアを，注射針の先端に細い

ビニール管をつないだ注射筒により，少量の水とともに必要な投与数を顕微鏡下で吸引し，エ

ーテル麻酔下で鼠の胃腔内へ確実に注入した．注入後ビニール管を洗波し，メタセルカリアか

完全に注入されたことを確認した．

　メタセルカリアの胸腔内移植法：　エーテル麻酔した鼠の胸部をメスで小さく切開して，そ

の開口部に上記の経口投与で用いた注射筒のビニール管部を挿入し，メタセルカリアを胸腔内

に確実に注入したのち，開口部を注意深く縫合した．

　鼠の剖検：　数種鼠類を用いての実験感染では，オオヒラハイキュウチュウの場合には主と

して感染40日前後に，またミヤザキハイキュウチュウの場合には感染65日前後に鼠を剖検する

よう計画した．すなわち，鼠の叩静脈を切断して放血死亡させ，開腹・開胸したのち，虫体の

回収ならびに寄生部位，虫襲腫の形成部位，虫嗇腫内の寄生虫数および肝臓や肺臓の病変を記

録した．メタセルカリアの移植実験では，諸臓器へ穿入した虫体を検索するために，エバン

ス・ブルー法(Evans-b!ue technique)を用いた．すなわち，0.3％エバンス・ブルー溶液10

～15 ml/kg を，切開によって露出させた鼠の股静脈に注射し，剖検前に15分開放置したのち，

鼠の腎静脈を切断して放血死亡させて剖検した．この場合，感染初期の虫体は小形なため肉眼

的な検索が困難であった．そこで，胸腔と腹腔を両者の遊離した虫体が混合することのないよ

う注意しながら，リングル液で数回洗熊し，その洗波液をシャーレに採取して，実体顕微鏡下

で調べ虫体を回収した．また臓器内に穿入していた虫体については，まず肉眼的にエバンス・

ブルーによる青色斑点の有無を確認し，斑点が認められた場合にはその部位を切除したのち，

２枚の板ガラスにより圧平，鏡検した．その後，肝臓や肺臓を取り出して細切し，２枚のガラ

ス板で圧平しながら顕微鏡下で虫体の検索を試みた．なお，オオヒラハイキュウチュウの単数

感染では上記エバンス・ブルー法を用いて，感染後５日から90日にわたり鼠を剖検した．また

ミヤザキハイキュウヂュウの単数感染および両種肺吸虫メタセルカリアによる混合感染では，

全ての鼠を感染65日および70日後に剖検して虫体を回収した．

　虫体の観察：　得られた虫体を２枚のスライドガラスで圧平し，70％アルコールで固定，ヘ

マトキシリンまたはカルミン染色を施し圧平標本とした．虫休の体長・体幅，吸盤の縦・横径

の計測，生殖器官の発達状況や子宮内虫卵の有無などの観察は全てこれらの圧平標本によっ

た．

　虫卵の孵化実験：　孵化実験に用いた全ての虫卵は，回収された成虫をリングル液中（27°Ｃ）

で飼育して得られたものである．これらの虫卵を少量の水とともに時計皿に入れ，孵卵器

（27°Ｃ～30°Ｃ）中で培養した．培養10日から24日後に鏡下で，虫卵内におけるミラシジウム形

成の有無を確認した．なお，培養期間中，時計皿内の水を新鮮な水と毎日交換した．
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　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ●　結　　　　　　果

　1.鼠類における肺吸虫メタセルカリアの経口的複数感染

　オオヒラハイキュウチュウの自然界での終宿主どして，鼠類が報告されていることはすでに

述べたとおりである．一方，ミヤザキハイキュウチュウの終宿主としては，現在のところ鼠類

が記録されていない．しかし実験的には，この肺吸虫がダイコクネズミで肺臓に虫嚢腫を形成

し成熟しうることから，今後の調査によって鼠類がその宿主として追加されうることは充分考

えられる．以上のことから，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウは，いず

れも鼠類に感染可能な肺吸虫であると推定される．そこで，この実験では野鼠を含む数種の鼠

類へ，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのそれぞれのメタセルカリア複

数個を，経口的に感染させた．この場合，両種の肺吸虫に対し鼠類の種的差異により，どのよ

うな感受性の違いを生ずるかを検討した．また感受性の違いか認められた場合，この面から鼠

類における従来の分類へ何んらかの知見を加えうるものかどうかを検討した．以下，これらの

実験結果について述べる．

　1）オオヒラハイキュウチュウによる経口感染

　オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリアをゴールデンハムスター，スミスネズミ，ヒメ

ネズミ，アカネズミ,･ハツカネズミ，クマネズミ，ドブネズミ，ダイコクネズミおよびテンジ

クネズミに経口投与したところ, Table l に示したように，これらの全ての鼠類で感染が成立

した．･その感染率はゴールデンハムスター，ヒメネズミ，ハツカネズミ，ドブネズミおよびダ

イ.コクネズミでいずれも100％，スミスネズミ60％，アカネズミ5096,テンジクネズミ44％，

クマネズミ33％の順に低い値を示した．これらの鼠類においては，全ての種でオオヒラハイキ

ュウチュウの成熟が確認されたが，テンジクネズミでは虫体の成熟が著しく遅延する傾向にあ

った．　またクマネズミ図以外の種は，オオヒラハイキュウチュウの感染によって早期に死亡す

る個体がみられた．これらの死亡した鼠類に共通･して認められた剖検所見は次のとおりであ

る．すなわち，胸腔内に胸水がたまり，血液が混入して血胸を呈し，肋膜の癒着が著しく，肺

臓には出血斑がみられ，急性肺炎や肋膜炎の症状を呈した．さらに宿主によっては腹水と腹腔

内出血も認められ，これらがおそらく死因と考えられる．以下，供試鼠類の種ごとにオオヒラ

ハイキュウチュウの感染ならびに発育状態を中心に述べていきたい．

　ゴールデンハムスターＭｅｓｏｃｒｉｃｅｔｕｓａｕｒｏｔｕｓ

　実験に供試されたゴールデンハムスター８頭のうち，各４頭にオオヒラハイキュウチュウの

メタセルカリアを10個および20個ずつ経|コ投与した．その結果，10個投与群（Ｎｏs. I～4）では

感染19日から40日後に，また20個投与,琳（Ｎｏs. 5～8）では感染14日から281三|後に全ての宿主が

死亡した(Table 2）.剖検によって死亡したゴール｀デンハムスターから，合計66個体が見出

され，虫体の回収率は平均55％であった．虫体の検出部位は腹腔内，胸腔内および肝臓であ

り，回収された虫休の大部分にあたる42個体は，腹腔内に遊離していた．一方，肺臓に穿入し

た虫体は全く見出されず，虫狐唖の形成も認められなかった．しかし，肺臓には多数の出血斑

がみられたことから，虫休が肺臓に穿入していたことは明らかであり．肝臓にも虫体の穿入に

よる白色搬痕が多数みられた．回収された虫体の体長および体幅の計測値は14日後のものでは

平均2.2×1.１ mm, 19日後４.1×2.0 mm, 26日後４.8×2.4 mm, 31日後5.9×2.９ mm, 40日後

7.8×3.４ mm であった．また子宮内の虫卵は26日および27日後の虫体では観察されなかった

が，31日および40日後(Fig. 1）に回収された全ての個体は虫卵を有し成熟していた．このよ
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Table 1. Summary of ｅχperimental infections of Paragonimu∫必加i in rodent hosts

Host

Suborder Myomorpha

　Family Muridae

　　Subfamily Cricetinae

　　　Mcsnr.バcclus

　　　　auratus

　　　Subfamily Microtinae

　　　　Eothenomys

　　　　　ｓＴｎilKii

Subfami ly Murinae

　Apodemus

　　argenteus

　Apodemus

　　speciosus

　Mus muse�us

　　wanner I vａｉ"　albｕｌａ

　Rallus ｒａμus

Rallus norveqicus

　?lorvefficus

Ratttisnorveがcus

　ｔｔlbinｕｓ

Suborder Hystricomorpha

　Family Caviidae

　　Subfamily Caviinae

　　　　CaviaCOろαｙα
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Table 2. Results of ｃχperimental infections of Mes。cricetusauratus fed orally

　　　　　　with 7)｡ohirai metacercariae

Animal

no.

No. of worms found in

abdomi nal　･Iiver　pleural

cavity cavity
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Figure 1. Adult of P. ohiraifrom Mesocricelus aiiratus,40 days after

　　　　　　　experimental infectionｂｅｒOS (scale :　1mm).

　　　　　　　Ａ: ventral sucker, Ｄ : vitellineduct, ０ : ovary, S:

　　　　　　　oralsucker, T : testis,Ｕ : uterus, V: vitelline glands。

　　　　　　　I: intestine, E : eggs･　　－　・

うにオオヒラハイキュウチュウによるゴールデIンハみスターでの経口感染では，宿主は死亡す

る傾向にあったが，虫休は成熟しうることが立証された．

　スミスネズミEothenomiμsmithii

　スミスネズミ５頭にオオヒラハイキュウチュウのメタセルカリアを１頭あたり20個経口投与

したところ，全ての鼠が感染９日から36日後に死亡七たにこれらの死鼠のうち３頭で感染が成

立し，合計12個体が腹腔と胸腔に遊離して見出∧され，虫体の回収率は平均12％であった．また

感染鼠では肝臓や肺臓に穿入していた虫体はみられず，肺臓に虫衰腫の形成も認められなかっ

た．しかし肝臓には虫体の穿入による白色激痕か多数みられ，　また肺臓には出血斑が観察され

て急性の肺炎や，肋膜の癒着による肋膜炎の症状がみられた．一方，２頭の鼠において虫休が

回収されなかったのは，検索の不充分さによるもの,と考えられる．回収された虫体の体長およ

び体幅は，10日後1.0×0.6 mmを測ったが，30白後4とは･6.７×3.0 mm, 36日後には8.4う《3.7 mm

であった．　これらの虫体のうち，30日後に回収されたり個体では数個の子宮内虫卵が，また36

日後の３個体では多数の虫卵が認められ，虫体はズミメネズ.ﾐにおいて充分に成熟しうること

か初めて立証された．　　　　　　　　　　　　・，

　ヒメネズミＡｐｏｄｅｍｉ↓８　ａｒｇｅｎｔｅｕｓ　　　　’

　オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリア20個ずうを，ヒメネズミに経口投与したとこ

ろ，全ての鼠（Ｎｏs.1～5）が感染15日から33日後に死亡した(Table 3）.剖検により死亡した

鼠から，合計38個体が見出され，虫体の回収率は平均38％であった･．虫休の検出部位は腹腔お

よび胸腔であり，そのうちの68 A%にあたる26個体･は腹腔に遊離の状態で回収された．また肝

臓や肺臓に穿入していた虫休はみられず，肺臓には虫嗇昨も認め,られなかった．しかし両臓器



鼠類と肺吸虫の宿主寄生体関係に関する生物学的研究･（橋口）

Table 3. Results of ｅχperimental infections of Apodemus argenieiisfed orally with

　　　　　　7)、ohiｒａｉmetacercariae

Animal

no.

1
2
3
4
5
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feedinj^

i
ｎ
０
り
乙
Ｏ
ｑ
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１
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Ｃ
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Ｃ
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0
0
0
0
0

C
v
J

C
M
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(
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Ｙ
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においては多数の病変が観察され，急性肺炎や肋膜炎による死亡が推定された．回収された虫

体の体長および体幅の計測値は15日後2.3×1.０ mm, 30日後6.5×2.５ mm, 33日後6.9×3.１ mm

であった．子宮内には30日後のものでは６個体のうち３個体で数個の虫卵がみられ，33日後の

もの.では回収された全てにおいて多数の虫卵が認められた．このようにヒメネズミに感染した

オオヒラハイキュウチュウは，鼠の胸腔に遊離して成熟していた．

　アカネズミＡｐｏｄｃｍｕｓｓｐｅｃｉｏｓｕｓ

　供試されたアカネズミ４頭に，オオヒラノヽイキュウチュウのメタセルカリア20個ずつを経口

的に投与したところ，そのうちの２頭において感染が成立し，これらの感染鼠はそれぞれ25日

および28日後に死亡した．一方．残る２頭の鼠については，感染佃日後に剖検を試みたか，虫

体は全く見出されず，その肝臓や肺臓においても虫体の穿入による病変は観察されなかった．

しかし２頭の感染アカネズミの肝臓や肺臓では多数の病変がみられ，胸水がたまり血液が混入

して|抗胸を呈していた．また肺臓の出血斑や肋膜の癒着が顕著で，急性肺炎や肋膜炎の互状が

認められた．回収された虫休は，25日後に死亡の鼠では胸腔と腹腔に２個体ずつ，合計４個休

が遊離していた．　また28日後に死亡のものでは腹腔に１個体および胸腔に６個体，合計７個体

が遊離して見出された．したがって，アカネズミにおける虫休の回収率は平均13.8％であっ

た．これらの虫体の体長および休幅の計測値は25日後のものでは3.9×1.９ mm, 28日後では

6.9×2.５mm であった．　また25日後に得られた虫休の子宮内には虫卵が認められなかったが，

28日後のものでは７個体のうち２個体の子宮内に数個の虫卵がみられた．以上のように，オオ

ヒラハイキュウチュウの感染によるアカネズミの肺臓では，虫嚢腫はみられなかったが，虫体

は鼠の胸腔に遊離して成熟していた．

　ハツカネズミMus musculus ａ,ａ!gnerivar. albula

　供試されたハツカネズミ35頭を6～12頭ずつの４群に分け，これらの鼠にメタセルカリア５

個，10個，20個および50個ずつを経口投与した(Tables 4～ﾌ）．その結果，５,個投与群（Ｎｏs.

1～6）の鼠は25日から29日後に，また10個投与群（Ｎｏs. 7～17）では22日から29日後に，20個

投与群(Nos. 18～29）では18日から35日後に，50個投与群(Nos. 30～35）では22日から29日後

に，全ての鼠が死亡した．剖検により，死亡したハツカネズミから回収された虫体の総数は345

個体で，その回収率は平均41.5％であった．これらの虫体の検出部位は腹腔内，胸腔内および

肝臓が主で，とくに見出された虫体総数の69％にあたる238個体は，鼠の腹腔に遊離していた．

また10個投与群ではＩ個体か腹壁筋肉に穿入して見出され（Ｎ０. 13), 50個投与,群ではＩ個体

だけが肺臓に穿入していた（Ｎ０. 35).　しか七，ほとんどの鼠の肺臓には多数の出血斑がみら

れ，急性肺炎ならびに肋膜炎の症状が顕著で，肝臓にも多くの白色廠痕が見出された．このよ
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Table 4. Results of ｅχperimental infections of 剤｢脚－ｓａ｣Itswag･ぼri var. albｕｌａfed

　　　　　　orally with ５ metacercariae each ｏｆｌｊ）.ohiｒａi
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　　　　　　　fecfling

1
2
3
4
5
Ｕ
３

5
6
6
8
8
Q
″

2
2
2
2
2
n
乙

N。｡０ｆ

worms

recoverc(l(%)

3(60)

3(60)

2(40)

4(80)

3(60)

3(60)

Ｎｏ．･ofｗ心rms found in

　abdominalへ　pleural

cavity
-

ﾊﾟ１

c
-
a

M

i
-
Ｈ

I
―
I

・cavity

C
Ｍ

Ｃ
Ｏ

１
C
M

Ｃ
Ｏ

Animals

died (lurinf!

observation

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Table 5. Results of experimental infections of μ叫,!luscultis・學。rivar. �bula fed

　　　　　orally with 10 metacercariae each‘of p.ｏｈｉｒａi
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no.
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Table 6. Results of experimental infections ot Mus musculus ｕj昭朗n var.albｕlaCed
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Table 7. Results of experimental infections of Mus nｓ,ムs wagneri var. ajゐzぬfed

　　　　　　orally with 50 metacercariae each of ？. 必i心

Animal　Days　　No. of

no.　　after　　worms

　　　　feeding　recovere(l(%)

　30　　22　　　11(22)

　31　　22　　　9(18)

　32　　23　　32(64)

　33　　27　　38(76)

　34　　29　　19(38)

　35　29　　26(52)
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Ｔａｂ】e8. Comparisons of size of ？．ohirai obtained n･om ｊＷz£∫musculuswagneri var.

　　　　　　albula fed orally with various numbers of the metacercariae (ｉｎｍｍ)
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うな剖検所見は，とくに20個投与群ならびに50個投与群でみられ，なかでも多数の虫体による

感染が成立した個体で著しかった．

　メタセルカリア５個投与群では，肝臓に穿入した虫体は全く見出されなかったが，10個投与

群では９個体，20個投与群では24個体，50個投与群では13個体か回収され，20個投与群におい

て回収された個体数が最も多かった．また胸腔内に遊離していた虫体も20個投与群で最も多く

24個体，ついで10個投与群の15個体，５個および50個投与,群のそれぞれ10個体の順に減少し

た．　これらの実験群のうち，50個投与群では感染22日から29日後に回収された135個体のうち
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　　　　　Figure2.』1).∂ゐiraiobtained from Mus miisculus。ag･･erivar. albiぬfed orallywith 5(A),

　　　　　　　　　　10(B), 20(C) and 50(D) metacercariae each。respectively(scale:　1mm)･

　　　　　　　　　　Ａ : Mature worm 26 days afterinfection, Ｂ : Mature worm 29 days after

　　　　　　　　　　infection, C : Mature worm 26 days jfiとｒinfection, D : Immature worm

　　　　　　　　　　29 days afterinfection.　　　　　　，　　　　J

I11個体(82.2％)が腹腔に遊離してみられ，胸腔への移行か遅延する傾向がみられた．また

肺臓における虫嗇腫は，いずれの実験群の鼠でも全く見出されなかった･

　得られた虫休の体長および体幅の計測値，ならびに子宮内虫卵の保有状況はTable 8 に示

したとおりである．それによると各群で29日後に得られた計測値の平均はメタセルカリア５個
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投与群で5.8×2.３ mm. 10個投与群で5.0×2.３ mm, 50個投与群で4.8×2.3 mmであり，20個

投与群においては28日後6.1×2.8 mm, 30日後6.9×2.９ mm を測り，50個投与群の虫休は他

の群に比較していくぶん小さい傾向にあった．また，これらの虫体における子宮内虫卵は，メ

タセルカリア５個，10個および20個投与群では感染25日から27日後に見出され，比較的早期に

虫休の成熟がみられた(Fig- 2A， B, C).しかし50個投与群では29日後に至っても子宮内に虫

卵が認められず，その発育は遅延するようであった(Fig. 2D).　このように50個投与群では得

られた虫休が小形な傾向にあり，子宮内虫卵も見出されなかった．これは小さなハツカネズミ

に対し多数の虫休が寄生したことによって，群効果(crowding effect)が現われたためと考え

られる．

　クマネズミＲａｔｔｕｓｒａｔｔｕｓ

　供試された３頭のクマネズミに,．オオヒラハイキュウチュウーのメタセルカリア20個ずつを経

口投与した．これらの鼠を感染40日後に剖検したところ，そのうち１頭だけで感染か成立し，

2.個体か肺臓に形成された１個の虫嚢腫内から見出され，虫体の回収率はわずかに3.3％であ

った．　また，この感染鼠Ｉ頭の肝臓には修復しつつある病巣部が認められ，虫体は肝臓を経た

のち胸腔へ移行したものであることが知られた．しかし残る２頭の鼠では，その肝臓や肺,臓に

虫休の穿入による病変は全く認められず，感染は成立しなかったことが知られた．回収された

２個体の体長および体幅は，それぞれ5.6×3.３ mm, ﾌ.9×3.9mmを測り，いずれの虫体の子

宮内にも多数の生卵が観察された．このように感染率の低いクマネズミにおいても，オオヒラ

ハイキュウチュウは成熟しうることが確認され，宿主の肺臓に虫嚢腫も見出された．

　ドブネズミＲａｔtｕｓｎｏｒひｅｇｉｃｕｓ

　オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリア20個ずつを，６頭のドブネズミに経［|投与し

た．感染40日後の剖検によって55個体が見出され，虫体の回収率は平均45.8％であった．この

うち54個体は肺臓の虫嚢腫に見出され，残りの１個体だけが胸腔に遊離していた．ドブネズミ

の肺臓に形成された虫嘉腫数は，鼠Ｉ頭あたり２～５個であり，１個の虫嘉腫内には２個体の

寄生か普通で，ほかに３個体，４個体および５個体，さらに多いもので６個体の寄生が認めら

れた．　また回収された虫休の体長および休幅の平均計測値は8.4×3.9 mmで，見出,された全

ての個体の子宮内に多数の虫卵がみられた．一方，感染鼠の肝臓では虫休の穿入による白色搬

痕が消失し，病巣部は修復され線状に認められた．このようにドブネズミにおけるオオヒラハ

イキュウチュウの感染実験では，宿主の肺臓に多数の典型的な虫哀腫が形成され，虫体は充分

に成熟しえた．

　ダイコクネズミＲａｆねIS norveがcus albinus

　供試されたダイコクネズミ13頭のうち．７頭（Ｎｏs. 1～ﾌ）の鼠にはメタセルカリア10個ずつ

（10佃投与群），また６頭（Ｎｏs. 8～13）には20個ずつ（20個投与群）を経口投与した．これら

の鼠のうち10個投与群のものでは感染後10日から50日にわたり，20個投与群のものでは感染40

日後に鼠を剖検した．その結果，それぞれの群から53個体および74個体，合計127個体が回収

され，虫体の回収率は平均66.7％.であった(Table 9）.　メタセルカリア10個投与群における虫

体の回収状況に基づいて，オオヒラハイキュウチュウのダイコクネズミ体内での移行状態につ

いて述べる．感染10日から20日後には主として腹腔および胸腔に遊離，あるいは肝臓に穿入し

ていた虫体が見出された．しかし，感染後31日を経過すると．全ての虫体は胸腔への移行を完

了し，35日以降では大部分が肺臓に形成された虫襲腫内で，寄生生活を営む傾向がみられた．
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また20個投与群では感染40日後に全ての鼠が剖検‾された．ごれらの鼠における虫体の回収部位

は肺臓の虫温腫，胸腔および肺臓であり，見出さ=れた虫休の90.5％にあたる67個体は虫温腫内

から得られた．虫直腫内の寄生数はいずれの実験群でも１個あたり２個体が最も普通で，多い

ものでは４個体が認められた．またダイコクネズミの鯵臓に.形成された虫直腫数は１頭あた

り，10個投与群で２～４個，20個投与群で４～フ個で.あ'つた．感染鼠の肝臓には虫体の穿入に

よる白色斑が，とくに感染10日から31日後に著明であったにしかし35日後から50日後までに剖

検された鼠の肝臓では修復が行なわれ，病巣部は線状に陥没して認められた．一方，回収され

た虫休の体長および林幅は, Table 10 に示したように，メタセルカリア10個投与群では10日後

から50日後にかけて次第に増大し，計測値は平均L7'×0.５ mm から8.0×4.２ mm であった．

また20個投与群における40日後の虫休は7.3×3.0 mmであった．　これらの虫体の子宮内では

前者の群で31日後に初めて虫卵が見出され，35日以降には全ての個体でこれが認められた．ま

た後者の群における回収虫体では，全ての個体の子宮内に虫卵が見出され，虫体は成熟してい

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Table 9.　Results of experimental in恥tions of Rdtlus norvegicusaWi･ｓ fi､dorally with

　　　　　　j）.ｏｈｉｒａｉmetacercariae　　　　　　’.、

Animal

no.

1
2
3
4
5
6
7

No. of

metac.

fed

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

Days

after

feeding

0
5
0
1
5
0
0

1
1
　
C
M

Ｃ
Ｏ

ｅ
ｎ

"
"
Ｊ
-
I
Ｔ
S

No. of

worms

recovercd(%)

　6（60）

　6（60）

　6（60）

　9( 90)

　6( 60)

10（100）

10（100）

No. of worms found in

abdominal liver pleura】lungs cyst in

cavity

-

１

２

５

cavity

６

５

１

lungs

４
(
£
>

9

10

11

12

13

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
j
り
ね

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
り
り

5
0
0
5
0
0

7
7
5
4
6
7

ぐ
ぐ
ぐ
ぐ
ぐ
ぐ

5
4
0
9
2
4

1
1
1
　
　
１
１

１

C
Ｏ

C
T
>

^
Ｄ

1
-
<

■
≫
!
･

Ｉ
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ

Table 10. Size and uterine eggs of ？｡ ohiraiobtained from Rattus t。，昭加usalbiiiusfed

　　　　　　orally with 10 metacercariae each　　　フ

Days

after

feeding

No. of

worms

examined

Size　of　worms ( in　ｍ・）

0
5
0
1
5
0
0

1
1
2
3
3
4
5

6
6
6
9
6
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
１

1.7

2.2

4.5

6.3

6.3

7.3

8.0

width
-

　0.5

　1.1

　2.0

2.8

2.8

3.0

4.2

No. of worms

with uterine eggs

/ those examined

　　Ｏ/ 6

　　o/ 6

　　O/ 6

　　5/ 6

　　6/ 6

　　10 / 10

　　10 / 10
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　テンジクネズミＣａｕｉａ ｃｏｂａｕａ

　供試されたテンジクネズミ９頭のうち４頭で感染か成立した．しかし，残る５頭では虫体が

見出されず，これらの鼠の肝臓や肺臓においても，虫体の穿入による病変や特有の褐色沈泥物

は認められなかった．一方，感染テンジクネズミのうち１頭は94日後に死亡し，その胸腔には

Ｉ個体か遊離して見出され，肺臓の出血斑や肋膜の癒着もみられた．また感染40日後に剖検し

た２頭および108日後の１頭においては，前者の剖検で胸腔に遊離の６個体と肺臓に穿入して

いた１個体，合計フ個体が，また後者のそれでは胸腔に遊離していた１個体がそれぞれ見出さ

Figure 3. P｡。ゐiraiobtained from Cavia Ｅ。ろりafed orally with the metacercariae (scale: 1 mm).

　　　　　　Ａ : Immature worm 40 days after infection, Ｂ : Mature worm 94 days after

　　　　　　infection C : Fully matured worm 108 days after infc:ction.
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れた．　したがって．　テンジクネズミは合計わずか９個体の虫体が得られたにすぎず，その回収

率は平均５％であった．回収された虫体の体長および体幅は感染40日後3.3 X 1.8 mm, 94日後

6.1×4.４mm, 108日後ﾌ.2×5.0 mm を測った．また子宮内の虫卵は40日後の虫体では全く見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　1･出されず，その生殖器官の発達も著明ではなかった･(Fig. 3A).しかし感染94日後の虫体では

数個の虫卵が(Fig. 3B),また108日後のものでは多･数の虫卵が認められ(Fig. 3C）虫体は成

熟していた．このようにオオヒラハイキュウチュウ,に感染したテンジクネズミにおいては，虫

体の発育か著しく遅延する傾向にあったか，こ,の宿主においても虫体は成熟することか確認さ

れた．しかし，これらの感染テンジクネズミの肺臓では，虫襲胚は全く見出されなかった．

　2）ミヤザキハイキュウチュウによる経口感染

　Ｔａｂ!eII に示したように．　ミヤザキハイキ４,ウチュ..ウのメタセルカリアを，ゴールデンハ

ムスター，ヒメネズミ，アカネズミ，ハツカネズミ，クマネズミ，ドブネズミ，ダイコクネズ

ミおよびテンジクネズミに経口投与･した．その結果;　アカネズミ以外の全ての供試動物におい

て，ミヤザキハイキュウチュウによる感染が成立した．これらの宿主の感染率はゴールデンハ

ムスター，ドブネズミ，ダイコクネズミで100％．ハツカネズミ33％，ヒメネズミ5096,クマ

ネズミ33％，テンジクネズミIﾌ％の順に低下した．感染鼠類のうちミヤザキハイキュウチュウ

の成熟が認められた宿主は，クマネズミ属のクマネズミー.，ドブネズミおよびダイコクネズミ，

およびヒメネズミ，テンジクネズミであり，ゴ＝ノドデンハムズターとハツカネズミでは，いず

れも虫体は未成熟であった．また実験経過中に死亡した宿主が認められたが，明らかにミヤザ

Table】1. Summaiy of experimental infection of /）ａ!司la。i。11μ。iiyazakiiin rodent hosts

Host

Suborder Myomorpha

　Family Muridae

　　Subfamily Cricetinae

　　　Mesocricetus

　　　　　auratus

　　Subfamily Murinae

　　　Apodemus

　　　　　ａりnenteus

　　　Apodemus

　　　　　speciosus

　　　Ａ仙5 muse�IZS･

　　　　　tひ仰μICパＶａｌ･.�&�ａ

　　　RatはｓΓattus

　　　Rallus norvcf/icus

　　　　　７１りTveqicus

　　　Ilallus norvei/icus

　　　　　ｕlbinｕｓ

Suborder Hystricomorpha

　Family Caviidae

　Subfamily Cavi inae

　　Cavia cobaya

Nｏ･;of

anima】ｓ

inoculated

７

２

６

C
i

C
O

'

０
０

Ｃ
Ｔ
>

No. of　Infection　Mature flukes

animals rate　　(produced

･infected (%)　eggs)

７

１

０

0
０

r
i

８

９

100

０
　
　
０
　
　
９
３
　
　
０
　
　
。
０

Ｌ
ｎ

C
O

Ｃ
Ｏ
　
　
０
　
　
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
１

17

No

Yes

-

No

Yes

Yes

Yes

Yes
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半ハイキ･ユウチュウの感染によると考えられたものは，ゴールデンハムスターとハツカネズミ

であった．他にテンジクネズミでも死亡例か認められたが，虫体は全く回収されなかった．死

亡したゴールデンハムスターおよびハツカネズミでは，虫体の穿入による肝臓の白色癩痕が著

明であり，肺臓の出血斑が認められ，急性肺炎や肋膜の癒着による肋膜炎の症状を呈した．し

たがって，これらの症状がおそらく死因と考えられた．以下，オオヒラハイキュウチュウの場

合と同様に，鼠の種ごとに実験結果について述べていきたい．

　ゴールデンハムスターＭｃｓｏｃｒｉｃｅｔｕｓ　ａｕｒａｔｕｓ

　ミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアを，７頭のゴールデンハムスターに１頭あたり

20個経口投与したところ，全ての個体が感染23日から36日後に死亡した(Table 12).死亡した

ゴールデンハムスターから，剖検によって得られた虫体は合計25個体であり，その回収率は平

均17.9％であった．ゴールデンハムスター(Nos. 1～6）における虫体の検出部位は，腹腔お

Table 12. Results of ｅχperimental infections of Mesocricelus atiralusfed orally with

　　　　　　　20 metacercariae each of ？. miyazakii

Animal

no.

1
2
3
4
5
6

Days

after

feedi ng

6
6
7
7
3
f
£
>

2
2
2
2
3
Ｑ
Ｊ

No. of

worms

recovered(%)

　4(20)

　1( 5)

　9(45)

　6(30)

　3(15)

　2(10)

No. of worms found i n

abdominal

cavity
-
　３

３
４

pleural

cavity

1
1
6
2
3
C
Ｍ

Figure ４． Immature ？． ．り･azakii from Ｍｃsｏｃｒtｃｅtｕｓａｕｒｏtｕｓ、

　　　　　　33 days after infectioｒv ６ｅｒｏｓ(scale: 1mm).

Animals

died during

observation

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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よび胸腔であり，肝臓ならびに肺臓へ穿入した虫体は全くみられなかった．しかし，これらの

臓器には虫体の穿入による白色搬痕が多数認められ，急性肺炎や肋膜炎の症状がみられた．ゴ

ールデンハムスターの肺臓には虫沓腫が認められず，[自収ざれた虫体は10個体が腹腔に，15個

体か胸腔に遊離していた．見出された虫体の体長お'よび体幅の計測値は，26日および27日後の

虫体で3.9x1.5 mm, 33日後のもので4.7 X 1.9 mm (Fig.･4),36日後のもので3.3×1.5 mmで

あった．しかし虫体の子宮内には虫卵が全く見出ざれず，生殖器官も比較的未発達であったか

子宮は完成しつつあった．このようにゴールデンパムスターは，ミヤザキハイキュウチュウの

感染によって早期に死亡したため，虫体の成熟は確認さ:れなかった．

　ヒメネズミＡｐｏｄｅｍｕｓａｒｇｅｎｔｅｕｓ

　ヒメネズミ２頭にミヤザキハイギュウチュウのメタ,ゼルカリアを，20個ずつ経口投与し56日

後に鼠の剖検を試みた．その結果，１頭の鼠の胸腔から１個体が遊離して見出され，宿主の感

染率は5096,虫体の回収率は2.5％であった．この虫休は体良7.1・ｍ，体幅3.4 mmで，子宮

内には多数の虫卵が認められた．また感染鼠においでは胸水がたまり，肺臓には軽度の出血斑

も認められたか，肝臓の病変は観察されなかった．なお無感染鼠の諸臓器は全て正常で，虫体

による病変は全く認められなかった．　　　　．

　アカネズミＡｐｏｄｅｍｕｓｓｐｅｃｉｏｓｔｔｓ　　　　　‘..　．

　ミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリア20個ずっを，6.頭のアカネズミに経口投与し，

感染52日および65日後に鼠を剖検した．しかし，いずれの鼠においても虫体は全く認められ

ず，観察期間中に死亡する個体もみられなかった，　また鼠の諸臓訟を詳細に検索したが，虫体

の穿入による病変は全く観察されなかった．このよう忙すカネズミでは，ミヤザキハイキュウ

チュウによる感染が成立しなかった．　　　　　，　‥

　ハツカネズミMus musculus wagneri var. aZやula

　メタセルカリア20個ずつを９頭のハツカネズミに経口投与したところ，８頭の鼠(Nos. 1～8）

で感染か成立し，そのうち４頭（Ｎｏs. 1～4）は感染SO日から62日後に死亡した(Table 13）･

供試されたハツカネズミから30個体が見出され，虫体の回収率は平均16.7％であった．得られ

た虫体のうち４個体は腹腔に，また25個体は胸腔にそれぞれ遊離して見出され，残る１個体は

肝臓に穿入していた(No. 5）･死亡した鼠では，とくに肺臓での出血斑と肋膜の癒着が著明で

Table 13

Animal

no.

Results ofｃχperimental infections Qfλ^us。nusculus哨昭neri var. alb岫7

応d orally with 20 metacerc琵姐ｃ each･ｏr/）｡7ねiyazakii

Days

after

feeding

No. of・worms found in

abdomi‘nal

cavity

i ver　pleural

　　　　cavi ty

Animals

died during･

observation

1
2
3
4
5
6
7
8
Q
″

0
2
9
2
5
5
5
5
″
D

3
4
4
6
6
6
6
6
(
£
>

No. of

worms

recovcred(%)

-
　3(15)

　5(25)

　2(10)

　8(40)

　3(15)

　6(30)

　2(10)

　1( 5)

　0

１

C
Ｏ

1
-
1

１

3
5
2
7
2
4
1
1

Ｓ
　
Ｓ
　
Ｓ
　
Ｓ

ｅ
　
ｅ
　
ｅ
　
ｅ

Ｙ
Ｙ
Ｙ
Ｙ

○
　
○
　
○

Ｎ
Ｎ
Ｎ

○
　
Ｏ

Ｎ
Ｎ
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あり，肝臓における白色癩痕は感染65日後に至ってもほとんどの宿主で認められた．しかし肺

臓に穿入していた虫体や虫蓋腫の形成はみられなかった．回収された虫体の体長および体幅は

42日後1.9×１.８ mm, 49日後2.4×1.１ mm, 62日後2.5×1,０ mm, 65日後1.3×0.６ mm で，虫

体は全般的に小形で，ぞの計測値には著しい変動がみられた．すなわち感染42日から65日後の

観察期間中に得られた最小の個体は65日後のO,ﾌ×0.3･ｍｍ，また最大のものは42日後の6.1×

4.0 mmであった．しかし後者においても，その生殖器官は未発達であり，子宮内の虫卵は認

められなかった．以上のように，ハツカネズミから回収されたミヤザキハイキュウチュウは，

全て未成熟であった．

　クマネズミＲａｔｔｕｓｒａｔｔｕｓ

　クマネズミ３頭にミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリア20個ずつを経口投与,七，感染

65日後に鼠の剖検を試みた．その結果，１頭の鼠だけで感染か成立し３個体の虫体が見出され，

回収率は平均５％であった．これらの虫体のうち，１個体は胸腔に遊離，２個体は１個の虫嗇

腫内に見出された．残る２頭のクマネズミにおいては，その肝臓および肺臓に病変も認められ

ず正常であった．得られた３個体はそれぞれ6.6×2.9 mm, 7.8×3.3mmおよび9.9×3.５ mm

を測り，いずれの個体の子宮内においても多数の虫卵が認められ，虫体は成熟していた．

　ドブネズミRattus norvegicus norveがcus (橋（ト武井・宮崎, 1968c)

　ミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアを，Ｉ頭あたり10個～40個ずつ８頭のドブネズ

ミに経［1投与し，感染20日から65日後に鼠を剖検して得られた回収率は平均45.3^であった

(Table ｌ４）･感染20日後には腹腔に遊離していた虫体だけが見出され，胸腔や肺臓に達した個

体はみられなかった（Ｎｏ．Ｉ）．しかし30日後には２個体か肺臓の虫嚢腫内から回収され，虫体

の胸腔への移行か認められた（Ｎ０. 2）.腹腔に遊離していた虫体は20日後から30日後に多く，

50日後(No. 5）あるいは65日後（Ｎ０. 8）に至ってもなおこれらの虫体が回収された．また肝

臓に穿入していた虫体としては，３個体か20日後に見出されたにすぎなかった．しかし30日後

（Ｎｏ.2）および35日後(No. 3）に剖検された鼠の肝臓には，虫体の穿入による多数の病変が

認められた．一方，胸腔に遊離していた虫体は50日以降65日後までみられ(Nos. 5～8），虫朧

腫の形成は35日後から盛んであった．宿主の肺臓に形成された虫朧腫数は，１頭のドブネズミ

あたり１～５個（平均3.4個）で，１個の虫貴種における虫体の寄生数はＯ～４個体，普通２

個体であった．

Table 14. Results of experimental infections of Rattus。rvegkus nor。がcusfed orally

　　　　　　with /）｡か7!yazakiimetacercariae

Animal

no.

Days

after

feeding

0
0
5
5
0
8
1
ｒ
Ｄ

2
3
3
4
5
5
6
C
O

No. of

metac.

fed

0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
1
1
2
2
2
C
Ｍ

No. of

worms

recoverecl(%)

-

　5(17)

　12(30)

　6(60)

　6(60)

11(55)

12(60)

12(60)

13(65)

　No. of･ worms found in

匹
abdominal liver pleural cyst in

cavity　　　　cavity　lungs

C
M
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１

１

２

３
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2
6
6
9
9
1
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1
3
3
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5
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　得られた虫体の体長および体幅の計測値と子宮内虫卵!め保有状況は, Table 15 に示したと

おりである．　こ･れによって虫体の発育をみると，感染50日後までは次第に大きくなる傾向を示

したが，その後はやや小さい値が得られた．　また子宮内の虫卵は45旧後に初めて認め･られ，同

時に虫襲腫内でも虫卵が見出された．感染45日から65白後にね大ﾆつて鼠の糞便検査を試みた

ところ，58日後にあたる鼠の糞便中に虫卵が初めて観察された．以上のようにドブネズミで

は，ミヤザキハイキュウチュウは，宿主の肝臓に形成された虫盃腫内および胸腔内に寄生して

成熟することが知られた，

Table 15 Average measurements, of p. >･tiyazakiiexperimeりtally obtaiりed from

Ratlus noΓひegicusηorvegicus(in ｍｍ)

Days　　No. of

after　　worms

Body　　Oral sucker v9りtりi･5ucker ■ f?harynx

feeding measured length width length width length 、vidth

Eggs

in

uterus

0
0
5
5
0
8
1
Q
り

2
3
3
4
5
5
6
t
Ｔ
)

５

2
6
6
1
2
2
ｎ
ｊ

１
　
　
　
　
1
1
1
1

2.3　1.0　0.18　0.26　0.28　0.27

3.1　1.4　0.24　0.27　0.31　0.28

3.5　1.7　0.23　0.36　0.41　0.39

5.3　2.4　0.26　0.43　ｔ51　0.49

6.0　2.2　0.29　0.49ユ0.47　0.46

5.3

4.6

5.0

2.6

2.4

2.1

0.42　0.54'　0.5‘0　0.52

0.34　0.41 0.47 m 0.50

0.38　0.42　0j.･48　0.50

length width
-

0.15　0.14

0.14　0.25

0.18　0.34

0.25　0,31

0.23　0.31

0.28　0.27

0.27　0.31

0.28　0.28

－

－

＋

＋

＋
＋
＋

　ダイコクネズミRattus norvegicus albinus （橋口・武井・宮崎, 1968c)

　ダイコクネズミ９頭に，１頭あたり10個～30個のメタセルカリアを経口投与し，感染20日か

ら65日後に鼠を剖検した．その結果，全ての鼠に感染が認めりれ，合計51個体（平均回収率

28.3％）の虫体が見出された(Table 16).回収された虫休め検出部位に基づいて，ダイコク

ネズミ体内におけるミヤザキハイキュヴチュウの移行状態をみると，腹腔遊離あるいは肝臓穿

入の虫体が感染後20日から65日の長期にわたって見出され，また，この間に肝臓での病変も多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j一一　ご　　　●　　　　　　　　　　　’数みられた．　このことからミヤザキハイキュウチュウ･は，ダイコクネズミの腹腔ならびに肝臓

に，かなり長期間滞在する傾向にあるものと考洸られる．一方，胸腔に遊離していた虫休は感

染30日後(No. 2）から認められ，同時に肺臓では虫襲腫もみられた．感染50日以降には虫嗇

Table】6. Results of ｃχperimental ina:ctions of Raiti!ｊiiorvegici･jalbinus fed orally with

　　　　　　　p.I?1!ｱ･azakiimetaceicariae
；

Animal

no.

　No. .of worms found in

abdominal liver picural cyst in

cavity　　　cavity　lungs

No. of

cysts

in lungs

1
2
3
4
5
6
7
8
Q
″

Days　　No. of　No. of

after　　metac. worms

feeding ‘fed　　　recovered(%)

　20　　30　　　2( 7)

　30　　30　　　9(30)

　35　　10　　　4(40)

　45　　10　　　4(40)

　50　　20　　　5(25)

　58　　20　　　6(30)

　61　　20　　　8(40)

　65　　20　　　6(30)

　65　　20　　　7(35)

c
<
i

i
n

C
Ｍ

１

１

２

２

１

１
１
Ｃ
Ｑ

C
Ｊ

Ｃ
Ｏ

f
-
Ｈ

C
Ｍ

１
１

5
2
5
5
4

1
1
1
2
1
2
4
9
｀
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腫内から得られた虫体数は増加する傾向にあった．またダイコクネズミ･の肺臓に形成された虫

嚢腫数は，感染30日から65日後における鼠（Ｎｏs. 2～9）1頭あたりＩ～４個（平均1.8個）で

あった．虫朧腫Ｉ個あたりの寄生数はＯ～３個体で，虫体がみられない虫襲腫もあった．

　ダイコクネズミから回収された虫体の計測値と子宮内虫卵の保有状況は, Table 17 に示し

たとおりである．これによると，感染20日から65日後に虫体は次第に増大し，感染50日後には

Table 17 Average measurements of P. r･りazakiiexperimentally obtained from

j?atlusI?θ印昭icusalbinus(in ｍｍ)

Days　　No. of

after　　worms

Body

feeding measured length width

0
0
5
5
0
8
1
ｒ
a

2
3
3
4
5
5
6
t
£
>

2
9
4
4
5
6
8
９
Ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

2.0　0.9

2.4　1.2

3.4　1.6

3.9　1.7

4.2　2.0

4.9　2.1

5.9　2.6

5.3　1.9

Oral sucker　Ventral sucker　　Pharynx　　Eggs

length width length width length width

0.17　0.23　0.26　0.31　0.14　0.13

0.20　0.29　0.30　0.29　0.19　0.26

0.23　0.38　0;47　0.47　0.31　0.35

0.27　0.46　0.36　0.37　0.30

0.31

0.34

0.44

0.41

0.49　0.47　0.45　0.23

0.51　0.51　0.49　0.27

0.51　0.51　0.52　0.30

0.48　0.56　0.50　0.35

0.35

0.33

0.30

0.32

0.32

in

uterus

＋
＋
＋
＋

子宮内に虫卵が，また感染58日後(Fig. 5)には虫嚢腫内にも虫卵が見出され，虫体はすでに

産卵していることか知られた．虫嚢腫内から得られた虫卵125個における縦径および枇径の計

測値は, 69.2(50～80)×47.9(40～60)μであった．また感染50日後から鼠の糞便検査を試みた

ところ，65日後の便巾に初めて虫卵が認められ，宿主体外への虫卵排出か知られた．

り

Figure 5. Adult of P. miyazakii from Rattus ηａ・vegicusalbinus,

　　　　　　58 days after infectionｂｅｒＯＪ(scale:　ｌｍｍ)･
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　テンジクネズミＣａｅｉａｃｏｂａｕａ　　　　　　　“j.

　ミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリア2t)個ずつを，経口投与されたテンジクネズミ６

頭のうち，感染59日後に死亡したＩ頭だけで感染が成立した．この感染動物では２個体の虫体

が胸腔に遊離して見出され，虫朧腫は形成されなかった．　また感染82日後に剖検されたテンジ

クネズミ１頭では，その肝臓に虫体の穿入によると考えられる白色激痕か認められたが，虫体

は回収できなかった．残る無感染のテンジクネズミ４頭のう,ち，２頭はそれぞれ35日後および

37日後に死亡した．しかし諸臓器においては虫体による病変も認められず，死因は明らかでな

い．　さらに82日後に剖検された生存個体２頭に‘おいでも，諸臓器_に虫体による病変はみられ

ず，感染は成立しなかった．回収された２個休め体長および体幅の計測値はそれぞれ４.9×2.５

mm, 5.9×3.0mmであり，いずれの虫体の生殖器官も比較的よく発達して子宮内に虫卵が見

出された．　　　　　　　　　　　　　　　　　　，‥

　2.鼠胸腔内への肺吸虫メタセルカリアの複数移植

　上述したように，数種鼠類での実験的経口感染において，オオヒラハイキュウチュウはゴー

ルデンハムスター，スミスネズミ，ヒメネズミ，アカネズミ，ハツカネズミ，クマネズミ，ド

ブネズミ，ダイコクネズミおよびテンジクネズトの全てに感染し，虫体の成熟か確認された．

しかし，これらの鼠類のうちクマネズミ属のｸ々ネ｢ズミ，ドブネズミおよびダイコクネズミに

おいてのみ，宿主の肺臓に虫嚢狸が認められた．残る供試風類の肺臓には虫狐腫が認められ

ず，虫体は胸腔に遊離し，宿主は実験経過中に死亡した．同様にミヤザキハイキュウチュウの

鼠感染においても，虫狐腫がみられた種はクマネズミ属の上記の鼠であり，ゴールデンハム,ス

ターおよびハツカネズミは，ミヤザキハイキュウチ･ユ｀ウの感染によって，早期に死亡する傾向

がみられた．そこで宿主の肺臓に虫襲腫が認められた動物群を代表するものとしてダイコクネ

ズミを，ま巡虫狐狸が認められず死亡した動物群を,代表す右ものとしてハツカネズミを，それ

ぞれ供試動物にえらび，オオヒラハイキュウチュウ,とミヤザキハイキュウチュウのメタセルカ

リアを鼠の胸腔内に移植して，虫体の移行や発育を追究しだ．

　1）オオヒラハイキュウチュウの移植　　　　　:-　■

　ハツカネズミMus。tuscul。ｓ wagneri var. dlbula . .

　オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリア20個ずつをハツカネズミの胸腔内に移植し／そ

の結果はTable l8 に示したとおりである．移植2じ日から40日後に鼠を剖検して得られた回収

率は平均48％で, 269個体が見出された．感染ハツカ余ズ’ﾐでは胸水がたまり血液が混入して

血胸を呈し，肺臓には出血斑がみられた．また肋膜の癒着が認められ肋膜炎の症状を呈して死

亡する宿主が見出された．虫体の感染による死亡鼠は移植14日以降にみられ，その時期はかな

り早い傾向にあった．　　　　　　　　　　　　‥

　鼠の胸腔から腹腔へ移行した虫体は，移植121=1後に肝臓へ穿入していた２個体および23日後

に腹腔に遊離していた２個体の合計わずか４個体で，見出された虫体総数の1.5％にすぎなか

った．また，これら鼠の肝臓には虫休の穿入による病変がみられた，しかし腹腔へ移行した虫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●･　　　　　　　ｌ体が認められなかった鼠の肝臓は，病変も観をされず全で正常であった．鼠の肺臓に穿入して

いた虫体は，移植20日後に１個体および23日後にＩ個体の合計２個体であった．しかし全ての

剖検鼠において虫嚢腫はみられなかった．　　　　）Ｉ

　回収された虫体の体長と体幅，子宮内虫卵についての観察結果は, Table 19 に示したとお

りである．すなわち移植２日後の計測値は0.7×0.2 mm, 14日後に2.3×0.９ mm, 31日後に

4.6×2.４mm で，虫体の体長および体幅は次第に増大する頻向がみられた.，また移植後23日ま
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Table 18. Results of the experimenls in which 20 metacercariae each of ？.ａｈｉｒai

　　　　　　　were transplanted into the pleural cavity of Ａ＆ｊ四声ulus wagneri ｖａＴ、ａlbｎlｎ

51

Days

after

trans･

plan･

tation

２
０
２
・
4
6
8
0
1
2
3
7
1
5
0

　
　
１
１
　
１
　
１
１
　
2
2
2
2
2
3
3
4

Total

No. of　No. of　No. of

mice　　metac.　worms

used　　used　　　recovered

　　　　　　　　　　　　　(％)

3
3
3
4
2
1
2
2
1
2
1
1
1
C
^
)

28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
8
4
2
4
4
2
4
2
2
2
4

560

45(75)

37(62)

36(60)

49(60)

20(50)

　4(20)

26(65)

23(58)

　3(15)

19(48)

　3(15)

　2(10)

　1( 5)

　1( 3)

-

269(48)

　Ｎｏレof worms found in

べ
abdominal liver pleural lungs

cavity　　　　cavity

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

5
7
4
9
0
4
5
3
3
6
3
2
1
1

4
3
3
4
2
　
　
2
2
　
　
1

　
　
　
　
　
9
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
乙

２ ２ 263 ２

No. of

anima】ｓ

died during

observation

3
3
3
4
2
1
n
乙

／
／
／
／
／
／
／

0
0
0
2
2
1
n
乙

１／ ２

１／ １

２／２

１／ １

１／ １

１／ １

０／ ２

-

１４ ／ ２８

Ｔａｂ】ｅ19. Deve】opment of P. ohirai transplanted into Mu.∫mttsculu.∫wagiieΓivar.albｕlａ

Days after　　No. of

transplan･　　worms

tation　　　　examined

2
0
2
4
6
0
3
1

　
　
1
1
1
1
2
2
Ｃ
Ｏ

2
0
0
2
8
0
1
4

2
2
2
2
1
2
1

　　Average　and　range

　　　バin ｍｍ)

　　length　　　　　width

0.7(0.6-0:7)　　0.2(0.2-0.2)

1.7(1.0-2.2)　　0.6(0.3-1.0)

2.1(1.3-3.0)　　0.8(0.6-1.0)

2.3(0.7-3.0)　　0.9(0.7-1.2)

2.9(0.9-4.4)　　1.1(0.5-1.6)

3.3(2.0-3.7)　1.5(0.7-2.7)

2.9(1.8-3.9)　1.7(1.0-2.2)

4.6(3.9-5.3)　2.4(2.0-2.5)

No. of worms

with uterine

eggs (%)

０
０

0
0
0
0

0

2(50)

での観察では，虫体の子宮内に虫卵は全く見出されなかった．しかし31日後には回収された４

個体のうち２個体でこれが認められ,イハツカネズミの胸腔に移植されたオオヒラハイキュウチ

ュウは成熟に向かう傾向にあった．

　ダイコクネズミＲａｔｔｕｓｎｏｒ≪ｅｇｉｃｕ８ａｌｂｉｎｕｓ･(橋口・武井, 1969)

　供試されたダイコクネズミ46頭の胸腔内にオオヒラハイキュウチュウのメタセルカリア20個

ずつを移植し，２日から40日後に鼠を剖検した．その結果, 707個体が見出され，虫体の回収

率は平均77％であった(Table 20)･

　移植２日から10日後の虫体は，全て胸腔に遊離の状態で見出された．しかし12日から17日後

には，腹腔に遊離または肝臓に穿入していた虫体がわずかにみられ，さらに肺臓に穿入してい

た個体も12日後から認められた．また腹腔に遊離の虫体が見出された鼠の肝臓には，虫体の穿
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Table 20. Results of the experiments in which ２０metacercariae each of ｊ)、ｏＫｔｒoi　ｗｅｒｅ

　　　　　　　transplanted into the pleural cavity､of/?ｄＭ。θΓａが､ittsalbii､訂

Days

after

trans･

plan･

tation

No. of

rats

used

No. of

metac.

used

(％)

No. of

worms

recovered

(％)

　No. of。worms foりnd in

abdom･liver pleural lungs cyst

inal‥‥‥‥cavity　　　in

cavity　　　　　　　　　lungs

N０. of

cyst

in

lungs

2
4
6
8
0
2
4
5
7
0
5
0
5
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4

Total

4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
C
Ｍ

46

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
t
ｏ
６
６
４

920

49(61)

37(62)

61(76)

49(82)

61(76)

41(68)

66(83)

43(72)

68(85)

46(77)

52(87)

54(90)

49(82)

31(78)

-
707(77)

１
C
Ｍ

１

１

５
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C
-
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0
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4
f
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t
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"
^

1
8
1
9
7
9
1
2
2
1

6
3
6
3
5
3
C
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e
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1
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Ｈ

３

1
4
2
3
2

t
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Ｏ

52

46

30

517　12　170

ｎ
／
｀
ｎ
／
″
ｌ

　
　
　
　
　
１

１
Ｃ
Ｏ

C
Ｏ

２
１
１

62

入によると思われる白色廠痕がみられた．各剖検群において見出された虫体のうち腹腔へ移行

した個体は12日後に41個体中２個体(4.996), 14-日後に66個体巾１個体i＼.596), 15日後に43

個体中２個体（4.7％），17日後に68個体中２個体■{2.996)で，その個体数はいずれの群にお

いても少なかった．移植20日，25日および30日後の罵では胸腔内，絹厳内および虫朧腫内から

虫休が見出され，肝臓の病変も全く認められず虫休し防見されなかった．また20日後の鼠の胸

腔に遊離してみられた個体は，回収された虫休総数の84.8％で，17日,後のそれと大差を示さな

かった．しがし，これらの胸腔に遊離していた虫体は2.5日後に40.4^, 30日後に■iJ96とその

回収率か低くなり，逆に虫朧腫内の虫休は20日後に10.9％,’25日後に59.6％，30日後に94.4%

と次第に増加した．さらに35日および40日後のものでば，４個体を除く全ての虫休が虫襲腫内

から得られ，胸腔に遊離していたものは，それぞれ２個体（４.3％）および１個体（3.2％）で

あった．　しかし35日後の剖検では腹腔に遊離していたＩ個体がみられ，肝臓にも虫休の穿入に

よると考えられる軽微な病変か認められた．またダイ’コクネズミの肺臓における虫朧腫の数は

合計62個で，そのうちの32個は右肺に，30個は左肺に形成されていた．以上のように，鼠の胸

腔に移植されたオオヒラハイキュウチュウのメタセルカリアは，胸腔内で脱朧，感染した．ま

た得られた虫休の大部分は胸腔に見出され，朧朧に移舞して肝臓に穿入していた個体は非常に

少なかった．　　　　　　　　　　　　　　　　．．

　一方，この実験で得られた虫休の計測値はTable 21 に示したとおりである．これらの計測

値に基づいて虫体の発育状態をみると，体長は20日後に2,１ mm, 25日後に4.3 mmで，この

間に急速な増大がみられた.しかし，その後30加に5.２ mm, ,40日に6.0 mmと成長はゆるや

かになった．移植20日後の虫体では子宮内の虫卵は全べ.,認められなかった．しかし肺臓におけ

る虫朧腫の形成が盛んであった25日後のものでは,/観察された31個体のうち14個体(45.2%)

で，多数の子宮内虫卵が認められた．さらに肺臓の虫朧腫内にも虫卵が見出され，虫休の産卵
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Table 21. Development of p. ohirai transplanted into 犬αμ心z?∂ｍ￥仙ぶalbinus

Days after . No. of

transplan-　　worms

tation　　　　examined

2
6
0
4
5
7
0
5
0
0

　
　
　
　
　
1
1
1
1
2
2
3
4

0
0
7
3
7
9
4
1
4
0

2
2
2
4
1
1
3
3
4
｀
ｊ

Average　and　･range

　　　　(ｉｎｍｍ)

0｡6(0.4-0.7)

1.0(0.8-1.1)

1.1(0.7-1.4)

1.7(1.3-2.3)

1.9(1.5-2.6)

1.9(1.5-2.6)

2.1(1.3-2.8)

4.3(1.8-5.7)

5.2(3.5-6.6)

6.0(3.0-8.1)

width

0｡2(0.1-0.2)

0.4(0.3-0.4)

0.5(0.3-0.6)

0.8(0.7-0.9)

0.8(0.3-1.0)

1.0(0.8-1.2)

1.2(0.8-1.6)

1.8(1.3-2.2)

2.6(2.1-4､1)

3.7(2.2-4.9)

No, of worms

with uterine

eggs (%)

0
0
0
0
0
0
0

14(45)

42(96)

29(97)

53

が確認された．また30日後および40日後にあたる虫体の子宮内にも多数の虫卵が認められた．

このようにメタセルカリアの鼠胸腔内への移植によっても，オオヒラハイキュウチュウは充分

に成熟しえたといえる．

　2）ミヤザキハイキュウチュウの移植

　ハツカネズミMus musculus wagneri yar. albula

　ハツカネズミの胸腔にミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリア10個ずつを移植し，３日

から70日後に鼠を剖検した．その結果,全ての鼠で感染か認められ，虫体の回収率は平均20％，

得られた虫休は合計46個体であった(Table 22).これらの虫休の検出部位に基づいて，ミヤ

ザキハイキュウチュウの宿主体内における移行状態をみると，腹腔に遊離または肝臓に穿入し

ていた個体は，見出された虫休総数の17.４％にあたる８個体だけであった．残る大部分は鼠g）

胸腔に遊離して見出され，宿主の肺臓に虫温腫は認められなかった．すなわち腹腔に遊離して

いた虫休は移植５日後に１個体，21日後に２個体，40日後に１個体，70日後に１個体であっ

た．また肝臓に穿入していた虫休は10日後にＩ個体，21日後に１個体，70日後にＩ個ｲ本の合計

３個体であった．一方，ハツカネズミの肺臓では虫休の穿入による出血斑が認められ，また腹

Table 22. Resu】ts of the experiments in which 10 metacercariae each of p. miyazakii

　　　　　　　were transplanted into the pleural cavity of Mus ･nuscuLuswag”eri var.�ゐ�α

Days after No. of

transplan･ mice

tation

3
5
0
9
1
0
0
0
0

　
　
　
　
　
1
1
2
3
4
5
7

Total

used

1
3
3
2
4
2
3
2
Ｃ
Ｏ

23

No. of

metac.

used

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
3
2
4
2
3
2
Q
り

230

No. 0f

worms

recovered(%)
-
　5(50)

　5(17)

　8(27)

　1(5)

　8(20)

　2(10)

　7(23)

　3(15)

　7(23)

　46(20)

　No. of worms found in

abdominal　liver　pleural

cavity　　　　　　cavity

１

２

１

１

－

５

１

１

１

－

３

5
4
7
1
5
2
6
3
5

38

No. of animals

died during

observation

　o/ 1

　O/ 3

　o/ 3

　’O/ 2

　o/ 4

　1/ 2

　O/ 3

　O/ 2

　1/ 3

　2/23
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腔移行の虫体が見出された鼠の肝臓では白色雁痕が認められた．しかしながらメタセルカリア

の移植によって死亡する鼠は少なく，30日後にＩ頭および70自後にj頭が認められたにすぎな

い．移植30日後に死亡した鼠は，胸水がたまり血液が混入して血胸を呈していた．　また70日後

のものでは，血液が混入した腹水ならびに胸水の浸潤や肋膜の癒着か認められた．回収された

虫体の体長および体幅は移植３日後に0.7×0.4 mm, 21日後に0.8×0.５ mm, 30日後に1.9×

0.９mm, 50日後にO.ﾌ×0.４ mm, 70日後に1.8》<0.7 mmで，その計測値に不規則な変動がみら

れた(Table 23).また見出された虫休のうち最大φ個体は70日後の6.5×2.0 mmで，最小の

ものは21日後の0.5×0.3 mmであった，しかし回収湊れたいずれの個体でも子宮内に虫卵は

認められなかった．このようにハツカネズミの胸睦に移植された,ミヤザキハイキュウチュウで

は，回収された虫体総数の17.4％が腹腔へ移行して見出ざれた．しかし，この宿主に移植され

たミヤザキハイキュウチュウは，移植３日から70日の間にほとんど発育しなかうた．

Table 23. Development of p. miyazakii transpl戸nted in!ｏＡ４μﾀη!sculusg9･1･eri var. albula

Days after　　Ｎ０. 0f

transplan･　　worms

tation　　　　examined

e
ｎ

i
n
０

　
　
　
　
　
１

21

0
0
0
0

C
O

"
^

I
T
S

t
＞
-

6
5
8
8
2
7
3
7

Average and　range

　　　　(ｉｎ　ｍｍ)

　length ･ ･

-

0.7(0.6-0.8)

0.6(0.6-0.7)

0.8(0.6-0.8)

0.8(0.5-2.4)･

1.9(1.8-2.0)

1.3(0.9-2.3)

0.7(0.6-0.7)

1.8(0.6-6.5)

width

-

0.4(0.3-0.4)

0.4(0.3-0.4)

o･.4(0.3-0.4)

0.5(0.3-1.2)

0.9(0.9-1.0)

0.6(0.5-1.3)

0.4(0.4-0.5)

0.7(0.4-2.0)

No. of worms

with uterine

eggs

　ｏ／６

　ｏ／５

　Ｏ／８

　Ｏ／８

　ｏ／２

　Ｏ／７

　Ｏ／３

　ｏ／７

　ダイコクネズミRattus norveがcus albinui･(Hashiguchi and Takei, 1971)

　まずダイコクネズミの胸腔に移植されたミヤザキ私イキュウチュウのメタセルカリアにおけ

る脱直状況を観察するため，脱直前後の幼虫尽ついで検索を試みた(Table 24).脱直後のメ

タセルカリア内膜＊には小さな孔がみられ，その小孔から幼虫は内膜の外に出たものと考えら

れる．この実験における鼠の胸腔内の脱嚢幼虫は，必ずしも全個体が回収されない場合もあっ

た．それ故，今回の観察では鼠の胸腔内に見出されたこのようなメタセルカリアの内膜数を，

脱直幼虫数とみなした．移植後６時間のものでは，回収されたメタセルカリア30個のうち，小

孔を有する２個の内膜か見出され，同時に脱直幼虫２個体も回収さヽれた．小孔を有する内膜数

によって脱直率を算出すると，１時間から９時間後まではO～6.7％，12時間後では18.8％，

24時間から１４４時間後では33.3～56％の値が得られた.‘･回収吝れた（未脱嚢）メタセルカリア

のうち，死亡メタセルカリアは96時間後のもので10個のうち６個が，また144時間後のもので

は被直メタセルカリアの全てが死亡し，変性しつつあった．

　つぎにダイコクネズミにおける感染経過について述べる．ﾐ｀ヤザキハイキュウヂュウのメタ

セルカリア10個ずつを鼠の胸腔内に移植したところ,･全ての鼠で感染が成立した．鼠１頭あた

りの寄生数は1～10個体で，移植後１日から67白の回収率は平均31賑であった(Table 25）･

＊メタセルカリアはその表層を内膜と外膜で被われているが，中間宿主であるサワガニから取り出される時

　に，その外膜は大部分のものでは壊われてしまう．しかし二部のものでは，この外膜が残存するので，こ

　れらについては実験前にこれを破壊した．したがって使用メタセルカリアでは，その全てが内膜だけによ

　って被われている．



Table 24

Hrs.

after

trans･

plan-

tation

1
3
6
9
2
4
8
.
6
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
C
V
)

-
^

<
T
J

-
≪
*
"
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　Excystation of p. m!yazakiimetacercariae in the pleural cavity of 刄αμｓ

　norvegicusatbinus　　　　　　　　　　　，

No. of

rats

used

3
3
3
3
2
3
3
3
｀
ｊ

No. o｢

metac.

trans･

p｣anted

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
2
3
3
3
Ｑ
Ｊ

No. of

cysts No. of cysts

recovered empty　encysted

(％)

20( 66. 7)

23( 76. 7)

30（100.0）

22( 73.3)

16（80.0）

25( 83.3)

10( 33.3)

15( 50.0)

28( 93. 3)

　０

　０

　２

　０

　３

'１４

　５

　５

１４

20

23

C
Ｏ

Ｃ
Ｏ

e
n

I
―
I

i
ｒ
>

C
S
]

C
M

1
-
I

.
―
<

10**

14 ***

Rale of

excystalion

per total cys(5

recovered

(％)

０
０

･6.7

　0

18.8

56.0

50.0

33.3

50.0

55

　*Nuinbei"s of empty cysts mean those of ｅχcystedlarvae.

　**Inclucling six dead encysted metacercariae.

＊＊＊A11were dead.

Table 25. Results of the experiments in which 】Ｏmetacercariae each ｏrｐ.　ｍリａｚakii

　　　　　　　were transplanted into pleural cavity of Raltus。∂印可icusalbi。。j

Days after　Ｎｏ.･Of　No. of

transplan･　metac.　worms

tation　　　used　　recovered(%)

　　1　　　30　　　7(23)

　　2　　　30　　　5(17)

　，4　　　　　30　　　　5(17)

　　6　　　30　　14(47)

　　9　　　30　　　9(30)

　　11　　　30　　　9(30)

　　13　　　30　　　5(17)

　　16　　　30　　　8(27)

　　18　　　30　　　5(17)

　　20　　　30　　　4(13)

　　25　　　30　　　9(30)

　　30　　　30　　　7(23)

　　47　　　30　　　7(25)

　　55　　　30　　13(43)

　　65　　　20　　18(90)

　　67　　　30　　19(63)

　Total　　　470　　　144(31)

Nｏ;　of　worms　found　in

abdominal abdominal liver pleural lungs cyst

cavity　　wall

-
2

C
＾

Ｃ
Ｍ

.
―
(

り
乙
１

４

1

－
15

２

１

１

４

cavity

ｒ
ａ
Ｑ
り
４

入
δ
β
０
４
４

ｒ
ａ
４

９
｀
４
１

38

C
Ｍ

t
―
I

C
Ｏ

<
-
i

C
Ｍ

r
-
≪

４

１
Ｃ
Ｏ

.
―
I

32

１

１

in lungs

ｎ
乙
７
ｎ
乙
″
り
７

　
　
　
　
　
１
１
１
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移植１日後には見出された７個体のうち，２個体か鼠の胸腔に遊離していた．また６日後には

14個体のうち12個体が腹腔に遊離，または腹壁筋肉や肝臓に穿入した状態で見出された．移植

６日後から25日後には，大部分の個体か胸腔から腹腔（肝臓および腹壁筋肉への穿入を含む）

に移行した．これらの胸腔から腹腔へ移行した虫体は，回収された虫体総数の66.7～100％に

およんだ．　またこの期間に腹腔から回収された53個体のうちに38個体（71.1％）は鼠の肝臓に
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穿入していた．移植30日後に見出された７個体のうちＩ個体だけは肝臓に穿入し，４個体は胸

腔に遊離，また残る２個体は肺臓の虫嚢腫内に認められた．その後47日から67日には１個体を

除く全てか胸腔と肺臓の虫嗇腫内にみられた．また肺臓比おける虫嚢腫25個のうち16個（64％）

は右肺に，そして９個（36％）は左肺に形成されていた，以上のようにダイコクネズミの胸腔

内で脱嚢したミヤザキハイキュウチュウは，その大部分か胸腔から腹腔へ移行し，肝臓または

腹壁筋肉に穿入したのち，再び胸腔へ移行，肺臓に虫嗇腫を形成した．

　得られた虫体の計測値と子宮内虫卵の有無はTable 26 に示したとおりであるｊ移植後６日

の虫体の体長および体幅は1.0×0.5 mmであったか，25日後には2.1〉く0.９ mm. 65日後には

4.6×2.３ mm と次第に増大した．また虫体の子宮内ﾚにおける虫卵形成をみると，移植47日後の

虫体ではこれが認められず，55日後に得られた９個休めうち１個体で初めて虫卵がみられた．

さらに65日後のものでは13個体のうち４個体で子宮内虫卵が認められ，虫体は次第に成熟しつ

つあった.

　　　　　Table 26. Development of戸.,?･リ･azakiitransplantedinto Raμ附㈲rひegicusalbinu∫

Days after

transplan･

tation

No. of

worms

examined

Average
j:
and　range

　　・（ｉｎ　ｍｍ）

No. of worms

with uterine

eggs (%)

i
O

O
i

'
-
'

　
　
　
　
　
―

13

16

8
0
5
0
7
5
F
3

1
2
2
3
4
5
｛
ｎ
ｖ

2
9
9
5
8
5
4
6
6
6
9
ｎ
Ｊ

１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

1｡0(0.8-1･;3)

0.8(0.3-1.4)

1.1(0.9-1.9)

1.7(1.0-2.1)

1.8(1.0-2.0)'

1.6(1.1-2.5).

2.0(1.3-2'.フド

2.1(1.7-2.4)

2.0(1.5-2.3)

3.9(2.4-5.6)・

3.9(3.3-4.9)

4.6(3.1-6.0)

　width

-

0.5(0.4-0.6)

0.5(0.4-0.7)

0.5(0.4-0.7)

0.8(0.5-0.9)

0.7(0.4-0｡9)

0.8(0.5-1.3)

0.9(0.6-1.2)

0.9(0.6-1.1)

1.3(0.8-1.7)

2.3(1.8-2.9)

2.4(1.6-3.5)

2.3(1.7-2.7)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1巾)

4(31)

　３．肺吸虫メタセルカリアの経口的単数感染および混合感染

　以上に述べたオオヒラハイキュウチュウやミヤザ午ハイキュウチュウによる経口的複数感染

や胸腔内への複数移植では，クマネズミ属の鼠類において，それらの宿主肺臓に虫嚢朧が形成

された．　その際にこの虫嚢腫内には必ず２個体以上の虫体が寄生していた．肺吸虫は雌雄同体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　●･
の体制を示すにもかかわらず，虫狐腫内に必ず2個体以上が認められた事実は，その生殖や肺

臓における虫襲朧形成機序の面から興味深い．

　そこでオオヒラハイキュウチュウあるいはミヤザキハイキュウチュウの単数感染において，

宿主の肺臓に虫朧腫が形成されるかどうか，この場合‘に虫卵の孵化能力はどうか，などの点を

解明するために実験を試みた．供試鼠としては，｣経口的複数感染において虫襲腫が認められた

クマネズミ属の鼠類を代表するものとしてダイ,コクネズ寸を選び，この鼠に１個のメタセルカ

リアを経口投与した．またオオヒラハイキュウチュウについてば，ダイコクネズミでの単数感

染と複数感染の間に虫体の発育や移行面で違いかみられるかどうかを知るため，経時的に鼠を

剖検した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'

　一方，宿主の肺臓における虫朧朧は同種間の虫休にとよってだけ形成され，異種間の虫休によ

ってはこれが形成されないのかという疑問か残される.･ぐの点を検討するために，オオヒラハ
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イギュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアを，それぞれ１個ずつダイコク

ネズミに経口投与,し，異種肺吸虫の混合感染による虫誕腫形成や，その場合における虫卵の孵

化能力についても検討したので，これらの実験結果について述べる．

　1）ダイコクネズミにおける単数感染

　オオヒラハイキュウチュウＰａｒ　ａｇｏｎｉｍｕｓ ｏｈｉｒai(Hashiguchi, Takei and Miyazaki, 1969)

　ダイコクネズミフフ頭にオオヒラハイキュウチュウのメタセルカリア１個ずつを，経口投与し

５日から90日後に鼠を剖検したところ，宿主の感染率および虫体の回収率は平均68.8％であっ

た(Table 27）.感染５日から20日後の虫体は腹腔，肝臓および肺臓から見出された．一方，

25日後の虫体では胸腔に遊離していた個体が初めて認められ，30日以降90日までに回収された

虫休では，その全てか宿主の肺臓に虫襲腫を形成することなく胸腔に遊離していた．また腹腔

からは５日後に２個体，10日後に２個体，17日後に３個体，25日後にＩ個体が遊離して見出さ

れた．さらに肝臓に穿入していた個体は感染10日から20日後化みられ，肺臓では20日後と25日

後のものにおいてだけ穿入虫体が認められた．感染10日から25日後の感染ダイコクネズミにお

いては，肝臓の病変かほとんどの鼠で見出された．また肺臓では虫体の穿入による出血斑が感

染後20日から90日の長期にわたって認められた．

Tab】e27. Eχperimental infectioりs of Rallus 。。印可晶ｊalbinus fed orally with a

　　　　　　　single metacercaria of鳶晶晶i

Days

after

feedinR
-

　5

　10

　14

7
0
5
0
3
5
8
2
0
0
4
0

1
2
2
3
3
3
3
4
6
7
8
<
Ｔ
)

Total

No. of ・ No. of

rats　　rats

used　　infected(%)

　4　　　2（50）

　8　　　3( 38)

　8　　　5( 63)

　8　　　5( 63)

　8　　　6( 75)

　5　　　3( 60)

　3　　　3（100）

　3　　　2( 67)

　4　　　3( 75)

　9　　　5( 56)

　4　　　3（75）.

　4　　　4(100)

　3　　　3(100)

　3　　　3(100)

　3　　　3（100）

　77　　53( 69)

　No. of worms found in

abdominal liver lungs pleural

cavity　　　　　　　　cavity

C
N
]

Ｃ
Ｏ

３

１

８

1
5
2
5

13

１
１

２

No. of

cysts in

lungs

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30 ０

　回収された虫体の計測値と子宮内虫卵の保有状況はTable 28 に示したとおりである．感染

10日後に得られた虫体では，その体長および体幅は1.8×0.９ mm であったが，20日後のもの

では急速な成長がみられ，その計測値は5.1×115 mm で，とくに体長における増大が著しか

うた．　その後，虫休は次第に大きくなって60日から90日後のものでは6.6～9.2 mm X 2.5～4.４

ｍｍを測った．また子宮内虫卵は20日後までに得られた虫体では見出されなかったが，25日後

のものでは３個体のうちＩ個ｲ木でこれが初めて認められた．さらに30日後に得られた３個体中

２個体でも子宮内虫卵がみられ，以後，観察された個体では，全てにおいて多数の子宮内虫卵
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Table 28. Development of j)｡必iraiin Raμ榔。orvegic。salbi。tisinfected with a

　　　　　　　single metacercaria each　　　・

Days　　No. of

after　　worms

feeding examined

０
４
。
7
0
5
0
3
5
2
0
0
4
0

1
1
1
2
2
3
3
3
4
6
7
8
C
T
>

2
4
3
5
3
3
2
3
3
4
2
3
3

Averafjc　l)O(ly　size　arif!　ｒar!ge

　　　　　　(in・ｍり1)，

　　　length　　　　，ヽ｀･idlh

　1.8(1.3-2.3)　　0.9(0.7-1.1)

　1.9(1.7-2.1)　　0.9(0.8-1.0)

　2.3(2.0-2.6)　. 1.1(1.0-1.1)

　5.1(4.6-5.1ド　　1.5(1.3-1.6)

　5.1(4.7-5.5)　　1.9(1.8-1.9)

　6.5(6,5-6.6)　　2.0(2.0-2.1)

　6.7(6.5-6.8)　　3.9(3.7-4.0)

　6.4(6.1-6.7)　　3.0(2.9-3.1)

　7.0(6.6-7.2)　　3.9(3.9-4.0)

　8.5(8.0-9.2)　　3.5(2.5-4.0)

　8.2(7.7-8.7)　1　3.7(3.6-3.7)

　7.2(6.6-8.2) .丿3.8(3･.8-4.4)

　,8.1(6.8-8.8)　　4.1(3.8-4.4)

No. of worms

with uteri ne

ｅｇｇｓ（％）

０
０

０
０

1(33)

2(67)

2(100)

3(100)

3(100)

4(100)

2(100)

3(100)

3(100)

Ｅ

　　　　　　　　　Figure6. Adult of？.ohiraifrom Ratlus。orvegic四albinus,42 days

　　　　l　　　　　　　　　　aftersingle-worminfecti‘ｏｎ即日バscale:　１ｍｍ)･

が認められた(Fig. 6).一方，単数感染においで得られた虫休について，その切片標本を作成

し貯精直(sｅｍｉｎａｌvesicle),卵巣および精巣を観察したにそれによると精巣では精子形成が

(Fig. 7A),また卵巣では卵子形成が(Fig-ﾌＢ)盛んで，貯精嗇には多数の精子が充満してい

る像が得られた(Fig.ﾌＣ)･　　　　　　　　　＼，

　単数寄生において得られた虫卵の培養結果は, Table 29に示したとおりである｀．すなわち
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

単数寄生の18個体（Ｎｏs. I～18）から得られた虫卵をそれぞれ培養したところ，そのうち13個

体（Ｎｏs. 1，2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18)から得られた虫卵においてミラシジウム

形成がみられ(Fig. 8A),その形成率はO～4.40％であった。また単数寄生によって得られた

虫卵内のミラシジウムは小形化する傾向にあり(Fig. 8B）。その活動は対象のそれに比較して

不活発で，孵化時期も遅延する傾向にあった。一方，対象としてダイコクネズミにオオヒラハ

イキュウチュウのメタセルカリア30個ずつを経口投与し，得られた虫卵の培養では全例でミラ

シジウム形成か認められ(Fig. 8C),その形成率は55.23～94.33%であった(Table 29）｡この

Figure 7. Sectioned p. ohiraifi･om single-worm infection, 35 days after. All preparations hematoxylin

　　　　　　and eosin. Active spermatogenesis and ovogenesis seen in the testisand ovary, respectively.

　　‘　　　　Ａ: Spermatozoa! (arrow) in the testis χ700, B:Ova (arrow) in the ovary χ700, C:

　　　　　　Sperms (arrow) within the seminal receptacle χ700.
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Table 29. Experimental incubations of？．必irai eggs obtained from the albino

　　　　　　　ratsfed orally with a single metacercaria each and from those fed

　　　　　　　with 30 metacercariae each　　　　' グ

.4

Worm

ｎ０．

No. of　Days-　Temp, of

metac. after　　　incubation

fed　　feeding　（℃）

No. of

eggs

ｅχamined

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

11

12

13

14

L
/
S

t
o

ｔ
~
.

C
Ｏ

1
1
1
1

9
0
1
2
3
4

1
2
2
2
2
り
乙

0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
Q
り

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
ｎ
ｏ

8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
Ｑ
ｊ

　
　
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｇ
Ｏ

０
０

６
^
o

Ｃ
Ｏ

ｃ
'
i

C
O

Ｃ
Ｏ

C
i
＾

7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
り
Ｊ

7
0
0
0
0
0

2
3
3
3
3
3

9
9
7
4
5
5
3
1
0
り
乙
　
1
1
　
0
1
4
7
0
0

0
2
6
5
2
6
8
5
5
8
4
9
9
3
8
2
9
1

0
9
2
　
　
6
5
　
　
0
　
　
’
1
　
　
5
　
　
9
4
2
8
0

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
ヽ
“
’
・
｀
　
　
　
　
１
’

0
2
1
3
3
只
り

０
７
３
３
７
１

９
２
、
ｒ
ａ
４
３
Ｑ
ｗ

No. of eggs ・

containing

miracidia ( %)

　　　14(1.39)

　　　3(0.32)

０
０

10(1.60)

13(2.30)

　2(2.40)

　4(､0.04)

　0

　3(0.16)

　0

26(4.40)

　0

16(1.72)

　1(0.2!)

　2(0.88)

　1(0.11)

　3(0.30)

849(94.33)

172(63.24)

419(78.91)

377(87.07)

206(55.23)

519(63.45)
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ように単数感染(Nos. 1～18）ではミラシジウ､ム形成率が、複数寄生(Nos. 19～24）でのそ

れに比較して著しく低いことが立証された．　　　・

　ミヤザキハイキュウチュウＰａｒａｇｏｎｉｍｕｓＴＴtiｙａｚakii

　ダイコクネズミ19頭にミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリ了１個ずつを経口投与,し，

感染65日および70日後に全ての鼠を剖検した．その結果，12個体が得られ虫体の回収率および

宿主の感染率は63.2％であった．回収された虫体のうち肺臓に穿入していたものはＩ個体で，

残る11個体のうち５個体は右胸腔に，また６個体は左胸腔に遊離して見出され，宿主の肺臓に

虫嚢腫は全く認められなかった．しかし肺臓では虫体の穿入による多数の出血斑が認められ，

胸腔には虫体によって排泄された黄褐色の沈泥物と虫卵が見出された．一方，感染後65日およ

び70日を経過したダイコクネズミの肝臓では，１頭だけにおいて虫体の穿入による白色癩痕が

認められたが，大部分の感染鼠の肝臓における病巣部は修復しつつあった．

　回収された虫体の体長および体幅の平均計測値は，感染65日後にﾌ.0×3.８ mm, 70日後に

5.5×３ｊmm であり，子宮内虫卵は回収された全ての個体で観察された(Fig. 9A）.　これらの

虫体をﾘ,ングル液に移し，温度28°Ｃの孵卵器内で2.4時間飼育して虫卵を得たか，大部分の

虫体による産卵数は15～57個，多いもので2糾個または459個で，一般にその虫卵数は少ない傾

向にあった．，これらの虫卵の孵化実験を試み（27°Ｃ）･,培養後14日から20日に虫卵内のミラシ

ジウム形成を観察したか，全ての虫体（12個体）から得られた虫卵においてその形成率はＯで

あった(Fig. 9B).
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　　　　　　　　　　Figure9. P.､miyazokiiparasiticin an ａ】binorat.

Ａ:Oviferous uterus from sing】e-worminfection. Numerous eggs (arrow) seen

ｉ｢1the uterus ｘ70、Ｂ : lmmotile eggs from single-worm infectionχ400

2）ダイコクネズミにおける混合感染

オオヒラ’ノヽイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのそれぞれにおける単数感染では，
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宿主の肺臓に虫嗇腫が形成されないことが確認されたにそとでオオヒラハイキュウチュウとミ

ヤザキハイキュウチュ･ウの両種を１個ずつ，実験的に寄生させた場合，虫貴腫が形成されるか

どうか検討した．すなわちオオヒラハイキュウチよウとミヤザキハイキュウチュウのメタセル

カリアを，それぞれ１個ずつ20頭のダイコクネズミ･に同特に経口投与し，感染65日および70日

後に全ての鼠を剖検した(Table 30）･実験に用いられたどれらの鼠のうち，９頭(Nos. 2，3，

Tab】e 30. Results of experimental miχed ？｡ 。ゐiraiand j)｡。liyazakii infections

　　　　　　of the albino rats fed ｏ“illywith 4 siりgle metacercaria each of the

　　　　　　both species of the lung flukes　　｀　　レヘ

Animal　Days

no.　　after

　　　　　　　feeding

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C
Ｍ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
『
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Infection

with both

species

0
)

Ｖ

°

°

<
ｕ
°

ａ

°

Ｖ

ａ

°

°

ａ

°

o
j

<
ｕ

°

°

°

No. and spをci of

lungs pleural

　　　cavity ･.

l(P.o)

l(P.o) ≫*

l(P.o)**

ns ･found in

~
cyst　in

lungs

1(P

I(Ｐ

ｍ）

ｍ）

No. 0!

cysts*

１
１

l(P.o):＊＊j　l(P.m)　　　1

4(Ｐ｡ｏ)

　I　，｡　　2(P.o; P.m) 1

l(P.o)

l(P.o)･

　　　　　　　　1***

2(P.o; P.m)・１

l(P.m)

1(Ｐ.ｍ)

KP.m)

１｀＊本車

1 ***

1 ***

Total no.

ot worms

recovered

1
2
2
1
0
n
乙

１
２
０
‘
１
１
2
0
0

1
0
1
1
1
0
0

　*The cysts appear to be formed by the worms of both species.

　＊＊Ｔｈｅworms seem to get free of the cyst･　　　　　.　　｀

*** Another worm was not recovered.

6, 8, 10, 11, 14, 16, 17)の鼠の肺臓では両種の肺吸虫によって形成された典型的な虫盃腫が

認められ(Fig. lOA),そのうち５頭（Ｎｏs. 2，3, 6, 8, 11)の鼠では両種の虫体が回収され，

残る４頭（Ｎｏs. 10， 14, 16, 17)ではどちらか一方の種の虫体だけが見出された(Table 30）･

すなわち前者の５頭の鼠のうち，２頭［Nos. 8］1）.では虫直腫内に両種の虫休がみられ(Fig･

lOB, C), 3頭（Ｎｏs. 2，3, 6)では虫盃腫内にミヤザキハイキュウチュウ，胸腔内にオオヒラ

ハイキュウチュウが見出された．一方，後者の鼠４･頭のうち，３頭(Nos. 14， 16, 17)では虫

盃腫内にミヤザキハイキュウチュウ，１頭（Ｎ０. 10）では虫嗇腫内に寄生虫体がなく胸腔にオ

オヒラハイキュウチュウが認められた．これら４頭(Nosレ10バ４に16, 17)の鼠では，いずれ

においても宿主の肺臓に虫盃腫が形成されたことから,づオオピラハイキュウチュウとミヤザキ

ハイキュウチュウの両種による感染が成立したものと考えられる．したがって未回収の虫体は

虫盃腫形成後に，死滅または他の臓器に迷入したものと思われる．肺臓に形成された９個の虫

嚢腫のうち４個は右肺に，５個は左肺に見出され,<ﾐ遊離虫体は右胸腔に５個体，左胸腔に２個
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　　　　　　　　　　Figure 10. Mixed ｐ.ｏｈｉｒａｉand ？. ．りazakiiinfection.

Ａ : Lung of an albino rat containing worm-cyst (arrow) produced by the worms of both

speciesχ44, B:Matured p. ohiraifrom the cyst (scale:ｊ mm), C : Matured p. miyα-

ｚakiifｒom the same cyst (scale:　1 mm), .

63
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体であった．なお虫嗇腫がみられなかった鼠11頭(Nos. 1, 4, 5,･7, 9, 12, 13, 15, 18， 19, 20)

のうち，虫体が全く回収されず，また諸臓器に病変ごも認められなかった無感染のものは７頭

(Ｎｏs.5, 9, 12, 13, 15, 19, 20),どちらか一方の種の肺吸虫によって感染が成立したものは４

頭(Ｎｏs. 1, 4, 7, 18)であった．したがって回収された虫体の総数は18個体，そのうちオ'オ

ヒラハイキュウチュウが10個体,ペヤザキハイキュウノチュウが｀8個体であり，虫体の回収率は

前者の肺吸虫で50％，後者のそれで邨％であった．得られた虫体は全て成虫であったが，ミャ

ザキハイキュウチュウの産卵数は大部分が数個，多いもので136個であった．　また両種による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢　-･d･　IS　　　　　　　　　　　●感染が成立し虫直腫形成がみられた鼠から得られた虫体について．虫卵の孵化実験を試みたと

ころ，いずれの種においても孵化率は単数寄生の場合と同様に低い傾向にあった．すなわちオ

オヒラハイキュウチュウでは６個体から得られた虫卵のミーラシジウム形成率はO～1.12％，ミ

ャザキハイキュウチュウでは８個体から得られた虫卵めそれはいずれもＯ％であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　IV一考　　　　　察

　１．　オオヒラハイキュウチュウおよびミヤザギパイキュヴチュウの経口的複数感染による鼠

　　　類の感受性　　　　　　　　　　　　　　‥∧

　肺吸虫に対する終宿主哺乳類の感受性を実験的に追究する場合，宿主における病変ならびに

抗体産生など宿生側の反応として，また虫体の発育や移行経路および虫体の回収率など，主と

して寄生虫の側の宿主に対する感染態度として.，その感受性をとらえることができる．一方，

自然界の動物について肺吸虫に対する感受性の有無を知るためには，その感染の成否を証明す

ることが必要で，この場合，虫体の成熟が確認されれば，その動物は肺吸虫の好適宿主S面ab卜

hostであり，同時に肺吸虫に対して感受性を有するといえ.よう．しかし自然界でこのような

方法によって感受性の有無を検討するには限度があ名．また宿主となる動物の食性，すなわち

その動物が中間宿主のカニを捕食するか否か，によって肺吸虫に対し感受性はあるが，感染の

機会かないということも考えられる．そこで従来，宿主動物と肺吸虫の関係を知る手段とし

て，実験感染か試みられてきた．今回はオオヒラノソキ４ウチュウとミヤザキハイキュウチュ

ウを用いて，数種の鼠類で実験感染を試み，鼠類の種的あるいは生態的差異から，両種の肺吸

虫に対する感受性の違いを論じた．鰯歯類の分類にらいては｡Ellerman and Morrison-Scott

(1951),また生態学的事項については主として兼田(1940)および今泉(1949)を参考にし

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し「

　供試された実験動物のうち，テンジクネズミ,は他の鼠類と異なり分類学的にヤマアラシ亜目

Hystricomorpha,テンジクネズミ科Caviidae,テンジクネズミ亜科Caviinaeに属し，他の供

試動物とはかなり分類学的位置を異にするものである.くどの種は主に植物食で，動物食はほと

んどとらない．残りの供試勁物は全てネズミ皿目Myon!ｏ巾ｈａに属し，ゴールデンハムスタ

ーはネズミ科Muridae,キヌゲネズミ亜科Cricetinaeのものである．スミスネズミはネズミ科，

ハタネズミ亜科Microtinaeに所属し，残りの鼠類はいずれもネズミ科，ネズミ亜科Murinae

の動物である．これらネズミ亜科の鼠類のうち，同属のものとしでヒメネズ.ミおよびアカネズ

ミがアカネズミ属丿芦odemu∫　に，またクマネズミ，　ドブネズミおよびダイコクネズミがクマネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉズミ属Ｒａｌｌｍにそれぞれ属している．とくにダイコクネズミはドブネズミの血稲とされ，両

種は極めて近縁で実験室においては容易に交配じうる.，ネズミ亜科に属する鼠類のなかで，最

も動物食を好む種はドブネズミで，この鼠が肺吸虫め第2=中間宿主であるカニ類を捕食すると

いう報告は２，３みられる（阿部, 1959a, b;平岩ら, 1959a, b）.またドブネズミはすでにオ

オヒラハイキュウチュウやコガタオオヒラハイキュ,ウチ４ウの自然終宿主として報告されてい
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る（宮崎・池田, 1952 ；一色ら, 1960 ； 冨村, 1964).他め鼠類は植物食が主で.カニ類を捕

食することは比較的少ないものと考えられる．しかし横川ら(1957c)によって，ハタネズミ

亜科のハタネズミMicrotus monl幼心! (Milne-Edwards)が，オオヒラハイキュウチュウの自然

終宿主として報告されでいる’ことから，スミスネズミ，ヒメネズミ，アカネズミおよびクマネ

ズミにおいても肺吸虫感染の可能性が全くないとはいえない．以下，オオヒラハイキュウチュ

ウとミヤザキハイキュウチュウによる鼠類での実験結果について考察する，　△

　1）肺吸虫による鼠類の感染率と虫体の回収率　　　　　　　　　．　　　　　一

　数種鼠類で得られたオオヒラハイキュウチュウと，ミヤザキハイキュウチュウの経口的複数

感染による宿主の感染率および虫体の回収率は｡Fig. 11 とFig. 12 に示したとおりである．

これによるとドブネズミとダイコクネズミにおいては，両種それぞれの肺吸虫による感染率が

ともに100％であり，またクマネズミでは両種の肺吸虫による感染率は33％の同率であった．

他の鼠類では，いずれの鼠においてもオオヒラハイキュウチュウが，ミヤザキハイキュウチュ

ウより高い感染率を示す傾向にあった．すなわちミヤザキハイキュウチュウはドブネズミとダ

イコクネズミによく感染し，ついでハツカネズミ，ゴールデンハムスタ･－，．ヒメネズミ，クマ

ネズミ，テンジクネズミの順に低い感染率を示した．しか,しアカネズミではミヤザキハイキュ

ウチュウによる感染が全く認められなかった．一方，オオヒラ･ハイキュウチュウはスミスネズ
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Figure 11. Infection rates of various rodent hosts fi:dorally with the metacercariae of

　　　　　　　戸。ohirai and/or /)｡。liyazakii. Me.a.:ルiesocricelus auΓatus,E. s.：Ｅｏthe-

　　　　　　　nomys∫mitゐit,A.s.:ｊ芦^demus aΓＦ”leus,A.s.:/1御心mus specio∫四，Ｍ･m.a.：

　　　　　　　なＭ∫muse�lz∫wagneΓIvar. albula, R.r.:犬ａμus rattus, R.n.n.:/でａ泊ぶnorぼｰ

　　　　　｀　gicus。∂r哨両吟R.n.a.：Ralttis。orvegicus�binus｡Ｃｃ／：Ｇひ必回占９α。
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　　　　　　　　　　　　　Ex peri mental　. hosts　　used

Figure 12. Recovery rates of worms obtained from the various rodent hosts fed orally

　　　　　　with the metacercaiiae of p. ohirai and/or戸. miyazakii.

ミ，アカネズミ，テンジクネズミ，クマネズミの順に感染か比較的低率であった．しかし残り

の鼠類にはオオヒラハイキュウチュウはよく感染し，いずれの宿主においても100％の感染率

が得られた．また虫休の回収率においてもクマネズミ以外の全ての供試動物で，オオヒラハイ

キュウチュウの方が高い値を示し，一般に感染率が高いと虫体の回収率も高くなる傾向にあっ

た．このように，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウの数種鼠類への感

染では，宿主の感染率や虫体の回収率に，鼠の種または肺吸虫の種による差異が認められた．

　各種動物での経口感染に関する従来の報告は次のとおりである．吉田(1969, 1970)はミヤ

ザキハイキュウチュウによる実験小動物への感染を試み，得られた感染率はゴールデンハムス

ター57.6％，ハツカネズミ43.8?^,ダイコクネズミ69.6～100％，テンジクネズミ80％であり，

また虫体の回収率はそれぞれ15.3?^, 1.&96, 23.9～37.5％および９％であったという．した

がって，これらの感染率や回収率は今回のミヤザキハイキュウチュウでの結果とほぽー致す

る．しかしテンジクネズミでは，とくに感染率において今回低い値が得られた．また初鹿ら

(1962)および初鹿(1967)はハツカネズミとテンジクネズミにおいて，ミヤザギハイキュウチ

ュウによる実験感染を試みている．その結果，いずれの動物でも感染か認められなかったと報

告している．他種の肺吸虫について，最近，浜島(1970)はサドハイキュウチュウのメタセルカ

リアを数種の野鼠に経口投与している．その結果は野生ハツカネニズミガ回凹･ｊ�心回心ssinus

Temminck et Schlegel 2頭，クマネズミ１頭，ドブネズミ３頭では，その全てか感染したが，

ハタネズミ３頭のうち１頭，アカネズミ３頭のうち１頭で感染か成立し，虫休の回収率はそれ

ぞれ20～40％，20％，30～60％，10％および10％であったという．

　供試された鼠類の分類学的あるいは生態学的な而から，両種肺吸虫の感染状況をみると，少

なくとも感染率や回収率において，宿主動物の科Family,亜科Subfamilyまたは属Genusレ

ベルでのはっきりした差異は見出されなかった．すなわちク々ネズミ属のクマネズミ，ドブ
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ネズミおよびダイコクネズミにおいても，クマネズミは他の鼠に比較してオオヒラハイキュウ

チュウとミヤザキハイキュウチュウによる感染率が低く，虫体の回収率も低い傾向にあった．

またアカネズミ属において,．ヒメネズミではオオヒラハイキュウチュウによる感染率は100％，

虫体の回収率は38％であり，ミヤザキハイキュウチュウによる感染率および回収率はそれぞれ

50％および2.5％であった．一方，アカネズミではオオヒラハイヤユウチュウによる感染率が

50％，虫体の回収率は13.8％であったが，ミヤザキハイキュウチュウの場合には感染が全く認

められなかった．したがって両種肺吸虫による感染は，これら鼠類の属以上の分類群(taxon)

にはあまり関係なく，宿主勣物の種レベルで差異を生じているといえる．このことは鼠類の種

レペルでの感受性の相違が感染に関与していることを示唆している．ここで得られた結果は実

験条件下におけるものであるので，この場合，鼠類の生態的要素は除外され，その感染の成否

を純粋に宿主の感受性だけの問題とみなして取扱った．

　2）鼠類における肺吸虫の寄生状況

　肺吸虫の終宿主への感染七おいては，好適宿主‘に２個体以上の虫体か寄生すると，最終的に

は宿主の肺臓に典型的な虫直腫が形成され，そのなかで虫体は寄生生活を営むのか常である．

この実験ではオオヒラハイキュウチュウおよびミヤザキハイキュウチュウのいずれにおいて

も，その感染によって虫哀腫が形成された宿主は，クマネズミ，ドブネズミおよびダイコクネ

ズミであり，他の鼠類ではこれが認められなかった．肺吸虫による感染において宿主の肺臓に

みられる虫嚢腫は，虫体あるいは宿主の双方の障害を最小限度に止める効果を有するものと考

えられる．すなわち虫体は虫直腫内に寄生し産卵することにより･，その虫卵は気管支を通じて

咽喉に出て食道から腸管を経て糞便とともに宿主の体外に排出され，その種族の保存に寄与し

ている．たとえば，オオヒラハイキュウチュウＩ個体をハツカネズミの腹腔内に移植すると，

虫体は胸腔に遊離して虫直腫を形成することなく成熟，産卵するが，これらの虫卵は糞便内に

ほとんど排出されることはないという（冨村1959).すなわち，このことは虫襲腫の形成なく

して寄生した虫体では，その虫卵が宿主の体外に排出されず，生活史を全うしえないことを示

唆している．一方．宿主の肺臓に形成される虫襲腫(Fig. 13)は，まず虫体の肺臓実質内への

侵入に始まり，初期（細胞浸潤期），成熟期（虫嚢形成期）および退行期（搬痕形成期）の３

1
1
1
ｒ
ｒ
　
1
1
1
1

Figure】3.Ａ low power view of worm-cyst G〕undin the 】ungsof

　　　　　　　albinoratsinfected with戸｡。/冷�χ70.

　　　　　　　cvv: Inner surfaceof the cyst-wall.

　　　　　　　　Ｃ: Cavity, χ￥:Worm.　　　　　　　　　　‥
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段階に区分され（冨田, 1956),退行期以後は慢性化の傾向を辿るようである．このような観

点からみれば，虫嚢腫形成が認められた上記クマ考ズミ属の鼠は，他の鼠類よりも，オオヒラ

ハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウの両種に対する感受性か強く，宿主と寄生虫の

間の寄生的適応parasitic adaptation が進んだものといえよう.

　Fig. 14 は鼠類にオオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリア

20個ずつを経口投与し，20日以後に回収された虫休について，感染鼠1,頭あたりの諸臓器にお

ける虫休の検出個体数を平均値で示している．　肺吸虫の終宿主体内における虫休の寄生部位

は，感染後の経過日数と密接な関係にある．ここでは感染後20日以上を経過した個体を一括

し，それらの検出部位と虫体数の関係を検討した. Fig. 14 によると腹腔に遊離していた虫体

数は，オオヒラハイキュウチュウの場合にはハツカネズミで最も多く，ついでゴールデンハム

スター，ヒメネズミ，アカネズミ，テンジクネズミ，ダイコクネズミの順に減少し，クマネズ
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Figure 14. Mean numbeｒs of the worms per ｏ“einfected host recovered from each organ

　　　　　　　　ofthe various rodent hosts 秘d with 20 metacercariae こach of p. I面面and/or

　　　　　　　　p.nりazakii, on and after 20 days of oral infection.
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ミやダイコクネズミではこれがＯであった．またミヤザキハイキュウチュウではゴールデンハ

ムスター，ドブネズミ，ハツカネズミ，ダイコクネズミの順に，腹腔から遊離の状態で見出さ

れた虫体数が減少する傾向にあり，ヒメネズミ，クマネズミおよびテンジクネズミではこれが

Ｏであった．肝臓に穿入していた虫体はオオヒラハイキュウチュウにおいて，ハツカネズミで

は平均２個体，ゴールデンハムスターでは1.3個体，ダイコクネズミでは0.5個体であり，他の

感染鼠ではこれらの虫体が見出されなかった．またミヤザキハイキュウチュウにおいては，供

試勣物のうちハツカネズミとダイコクネズミの２種だけで，肝臓に穿入していた虫体が少数認

められた．

　オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウに感染した鼠類のうち，胸腔に遊離

の虫体が見出されなかった宿主は，オオヒラハイキュウチュウの感染によるクマネズミだけで

ある.’他の感染鼠類ではいずれにおいても胸腔に遊離していた虫体が見出されている．前述の

ように，肺吸虫に対して強い感受性をもつ宿主においては，虫直願がみられ，そのために胸腔

に遊離した虫体が減少することが考えられる．すなわち虫嚢腫が認められたドブネズミとダイ

コクネズミにおける胸腔遊離の虫体数を，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキ２ウチ

ュウについて比較すると，ミヤザキハイキュウチュウでその数が多くなる傾向にあった．この

ことは，これらの鼠がミヤザキハイキュウチュウよりもオオヒラハイキュウチュウに対して，

より強い感受性を有することを示唆している．また宿主の肺臓に穿入していた虫体は，オオヒ

ラハイキュウチュウのハツカネズミ，ダイコクネズミおよびテンジクネズミ感染においてだけ

認められ，ミヤザキハイキュウチュウによる感染鼠ではこれが全く認められなかった．

　以上のように，オオヒラハイキュウチュウおよびミヤザキハイキュウチュウによる鼠類への

感染では，虫休は腹腔，肝臓，胸腔，肺臓および肺臓の虫直腫から見出された．またクマネズ

ミ属以外の鼠類では，回収された虫体の大部分か腹腔または胸腔に遊離していた．このように

虫体の検出部位からみると，虫襲腫の有無によって，宿主をクマネズミ属の鼠類とその他の鼠

類とに大別することができる．このことはクマネズミ属の鼠が両種肺吸虫のそれぞれに対し

て，他の鼠類よりも強い感受性を有することを示唆している．またオオヒラハイキュウチュウ

とミヤザキハイキュウチュウの寄生状況についても，鼠類の種による差異が認められた．

　３）鼠類における肺吸虫の発育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀●.

　鼠類にオオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリア各20個を経

口投与し，得られた虫体の体長に基づく発育状況は, Fig. 15およびFig. 16に示したとおり

である．これによるとオオヒラハイキュウチュウはネズミ科自

な発育状況を示した．また他の供試動物とは分類学的に亜目を異にするテンジクネズミ科のテ

ンジク･ネズミでは，その発育か著しく遅延したことは，本種の翼歯類における分類学的位置と

考え合わせ興味深い．一方，ミヤザキハイキュウチュウは鼠類の種により，その発育パター

ンに著しい違いがみられ，発育速度もオオヒラハイキュウチュウの場合に比べてゆるやかであ

った．　とくにハツカネズミでは虫体の発育が悪く，この鼠では感染後42日から65日の間に虫体

はあまり生長しなかったといえる．またTable 31 に示したようにミヤザキハイキュウチュウ

の経口感染によるハツカネズミでは，同一宿主の同一寄生部位（胸腔）から回収された虫体に

おいても，その発育には著しい差異が認められた．このことは非好適宿主に寄生したハツカネ

ズミでの虫体の発育や迎命，また宿主寄生体関係の面から興味深い．ドブネズミとダイコクネ

ズミにおけるミヤザキハイキュウチュウの発育は，ほぼ同様な傾向といえるが，感染58日後ま

では後者の鼠で発育が著しく良好で，その後は藻転した(Tables 15，17).　しかし子宮内，虫

焉腫内および糞便内に虫卵が見出された時期は，ドブネズミではそれぞれ45日，45日および58
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TaJ〕le 31. Measurements of the worms recovered frorrithe pleural cavity of one

　　　　　　albino mouse fed orally with ２０metac‘ercariae each of p. mり･azakii

　　　　　　42 days after infection (in ｍｍ)

Worm

no.

１
Ｃ
Ｍ
　
　
C
O
　
　
■
≫
)
･
　
　
i
ｎ

　　　　Body

length　　width

0.82

1.00

0.86

0.79

6.08

0.47

0.41

0.46

0.46

2.16

　Oral
-
length
-
0.09

0.11

0.09

0.08

0.30

sucker
-
　width
-
　0.12

　0.11

・0.10

　0.10

　0.30

Ventral
-
length
-
0.17

0:i5

0.15

0.16

0.64

sucker
-
width

-
0.17

0.15

0.16

0.15

0.60

7「

日後，ダイコクネズミではそれぞれ50日，58日および58日であった．このこ,とから，ドブネズ

ミは.ミヤザキハイキュウチュウに対して，ダイコクネズミより強い感受性を示すものと考えら

れる．アカネズミは感染後の早期において，虫体の体長における増大が著しく，オオヒラハイ

キュウチュウに対して強い感受性を示すようであるが，感染後25日～28日に宿主が死亡した．

したがって･ここではこの鼠を除外して虫体の発育比較を試みた，感染33日から40日後に回収

された虫体の発育をその体長についてみると，最も良好な宿主はスミスネズミとドブネズミ

で，ついでゴール.デンハムスター，ダイコクネズミ，クマネズミ，ハツカネズミの順であっ

た．オオヒラハイキュウチュウの自然終宿主として，ハタネズミとドブネズミが報告されてい

る（宮崎・池田, 1952；横川ら, 1957C).ハタネズミに近縁なスミスネズミにおいて，オオヒ

ラハイキュウチュウの発育が良好であったことは，鼠類の分類と宿主寄生体関係の面から興味

深い．また自然終宿主のドブネズミにおいて，実験的にもオオヒラハイキュウチュウの発育が

良好であったことは注目される．

　回収された虫体の子宮内虫卵は，オオヒラハイキュウチュウの場合，テンジクネズミをも含

む全ての供試動物で見出された．またミヤザキハイキュウチュウにおいてはヒメネズミ，クマ

ネズミ，ドブネズミ，ダイコクネズミおよびテンジクネズミで虫卵が認められ虫体は成熟して

いた･．しかしゴールデンハムスターへの経口感染では，33日後に得られた虫体において，その

体長および体幅は比較的大きく，精巣や卵巣はよく発達して子宮も完成していた(Fig. 4）.し

たがって，ゴールデンハムスターでの虫体の成熟が確認されなかった理由は，宿主の早期死亡

によるものと考えられ，宿主が生存した場合には，この宿主においてもミヤザキハイキュウチ

ュウは成熟しうるものと推察される．一方，テンジクネズミにおけるミヤザキハイキュウチュ

ウの成熟が確認されたのは,･今回が最初の例である．吉田（1970）はテンジ,クネズミ感染後123

日を経過した虫体でも，子宮内虫卵は全くみられながったと報告している．また同氏（1970）

はゴールデンハムスターおよびハツカネズミにおけるミヤザキハイキュウチュウの発育を検討

したが，いずれの動物でも虫体の成熟はみられなかったと指摘しており，本研究の結果も同様

であった．今回の実験によって初めて虫体の成熟か確認された宿主は，ミヤザキハイキュウチ

ュウによるヒメネズミおよびテンジクネズミの２種，オオヒラハイキュウチュウの感染による

スミスネズミ，ヒメネズミおよびアカネズミの３種であり，これらの鼠類も両種の肺吸虫に対

してそれぞれ感受性を示すことが知られた．

　このように発育面ではテンジクネズミでの感染を除き，オオヒラハイキュウチュウはミヤザ

キハイキュウチュウよりも早期に成熟し，一般に虫体長も大きい傾向にあった.両種肺吸虫の

発育比較については，川島ら(1966)および多田.(1969)による研究がみられる．それによる

と両種肺吸虫のダイコクネズミヘの感染では，オオヒラハイキュウチュウの方が早期犀成熟す
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ることは知られていた．今回の実験によって他種の鼠類でも向様な傾向にあることが明らかに

　４）肺吸虫感染による鼠類の死亡と宿主適合性

　以上述べたように，オオヒラハイキュウチュウは供試鼠類め全てにおいて,｀またミヤザキハ

イキュウチュウはヒメネズミ，クマネズミ，ドブネズミ，ダイコクネズミおよびテンジクネズ

ミにおいて，それぞれ成熟しうることが立証された．したがって．こ’れらの動物は両種の肺吸

虫に対して感受性をもつことか確認された．しかしながら，’これ=らの動物のうちには実験経過

中に死亡する宿主が見出された．すなわちオオヒラパイギュウチュウの感染では，ネズミ科の

鼠類のうちクマネズミ属のものを除く全ての鼠が死亡した;-したがらてオオヒラハイキュウチ

ュウに対して感受性を示した上記鼠類のうち，死亡した鼠類は好適な宿主とはいえない．肺吸

虫に対して適合性を有する宿主とは，虫体が成熟して虫貴腫が認められ，しかも宿主が死亡す

ることなく生存しうる必要かある．吉田（1970）もミヤザキイヽイキ４ウチュウの感染によって

ゴールデンハムスターが死亡したことから，この動物はrﾐ斗ザギハイキュウチュウの好適な宿

主とはいえないと指摘している．このことからに供試鼠類のうち．オオヒラハイキュウチュウ

とミヤザキハイキュウチュウに対して適合性を有する宿主は，クマネ,ズミ，ドブネズミおよび

ダイコクネズミである．また，これらの宿主はオオ･ヒラハイキュウチュウに対して，ミヤザキ

ハイキュウチュウよりも強い感受性を示すものと考えられる．そのほかにﾐ’ヤザキハイキュウ

チュウに感染したゴールデンハムスターやハツカネズミにおいても死亡する宿主が見出され

た．しかし，これらの鼠においては虫体の成熟さえもみられなかった．

　死亡した鼠類の主な死因は，次のような所見によるものと推定された．すなわち，いずれの

死亡宿主においても，虫体の肺臓実質内への穿入による出血斑万や，肋膜の癒着による急性肺炎

ならびに肋膜炎の症状がみられ，血液か混入した胸水や腹水も認められた．また，これら死亡

鼠類の肝臓や肺臓における病変は，.他の生存宿主のそれらに比較し，とくに顕著であったこと

が注目される．多田(1969)はオオヒラハイキュウチ４ウとミヤザキハイキュウチュウにおけ

る感染比較の際に，オオヒラハイキュウチュウに感染したダイコクネズミでは，障害の程度が

ミヤザキハイキュウチュウに比べて軽いと考えられると述べている．さらに同氏(1969)はこ

のことがオオヒラハイキュウチュウにとってダイコクネズミが，その好適宿主であることと関

連かあるかどうか不明だが，一つの示唆的な成績であったと指摘している．また宮尾（19ﾌﾟO）

は寄生虫と宿主の関係についてふれ，寄生生活への適応が次第に進めば，宿主に発現する疾病

そのものは，ますます軽症のものとなり，慢性化するよう叱なるだろうと述べている．さらに

同氏（1970）は最終的に相互の調整か完成するに至れば，宿主が障害の徴候を全く示さないよう

な段階に達するに違いないとも述べている．このととは今回の.実験結果においても認められ，

肺臓に虫貴腫がみられた宿主では，病変が虫嚢腫の周辺部に限局される傾向にあった．

　テンジクネズミにおいても死亡個体が見出されたが，この場合には死因か肺吸虫の感染によ

るものかどうか不明であった．しかし万納寺(1952b)はオオヒラハイキュウチュウのメタセ

ルカリアを，４頭のテンジクネズミヘ経口的に感染させ，その結果，４頭のうち３頭は感染37

日から39日後に死亡したがレ残りのＩ頭は70日後に死亡したとして，同氏(1952b)はこめ場

合の死因を肺吸虫の感染に求めている．この実験尽おいてはオオヒラハイキュウチュウはテン

ジクネズミでの発育が遅延し，宿主の感染率や虫休め回収率も低かったことから，テンジクネ

ズミはこの肺吸虫の好適な宿主とはいえない．二方，ミヤザキハイキュウチ４ウではテンジク

ネズミにおいても好適宿主での成熟時期とほぽ同じ時期の感染59日後に虫体は成熟した．しか

し宿主の肺臓に虫資腫は全く認められず，感染率や回収率も共に低かったことから，テンジク
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ネズミをミヤザギハイキュウチュウの好適な宿主と結論づけることはできない．

　ハツカネズミについて，投与メタセルカリア数と宿主の死亡時期の関係を知るため，オオヒ

ラハイキュウチュウのメタセルカリアを５個，10個，20個および50個ずつ経口投与した

(Tables 4～8）.その結果，とくに20個投与群において，回収された虫体数が少ないほど宿主

の死亡時期は遅い傾向にあった．しかし５個投与では２～４個体の寄生によって感染25日から

29日後に全ての鼠が死亡した．また50個投与では１頭の鼠が32個体または38個休め多数による

寄生を受けたにもかかわらず，死亡時期はそれぞれ23日と27日後でそれほど早くはなかった．

これらの結果から，メタセルカリアの投与数と宿主の死亡時期の間には相関か認められず，数

個体の寄生によっても感染20日前後を経過すると,.ハツカネズミは死亡する傾向にあるものと

考えられる．一方，ミヤザキハイキュウチュウによるこの鼠の感染においては，オオヒラハイ

キュウチュウの場合に比較し，死亡時期は遅くなり死亡頭数も少なかった．

　またゴールデンハムスターはオオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのいず

れの感染によっても供試された全てが死亡した．これらのゴールデンハムスターについて，両

種肺吸虫メタセルカリアを20個ずつ経口投与した場合の死亡時期を比較してみると，オオヒラ

ハイキュウチュウの感染によるゴールデンハムスターは，ミヤザキハイキュウチュウによる場

合よりもいくぶん早い時期に死亡した．このように肺吸虫の種によって非好適な宿主勣物の死

亡時期に差異がみられるのは，主に虫体の寄生数や発育速度―主として虫体の大きさーの違い

によるものと考えられる，

・２．宿主寄生体関係からみた供試鼠類の分類・生態についての小考察．

　寄生性動物のうち内部寄生虫は宿主の体内を生活の場としているため，両者の間には外部寄

生虫におけるよりも，より密接な関係がみられる，これらの宿主寄生体関係について横川ら

(1968)は次のように指摘している．すなわち，宿主と寄生虫の特異関係を決定する因子を解

明することは容易でないが，宿主の感受性susceptibilityと寄生虫の感染性infectivityとの相

関作用の結果，この特異関係が生じることは間違いない．また，このような先天的条件の他に

宿主の習性が関与する．すなわち宿主の生活環境の選定，食性および行動などがそれで，この

ような習性は宿主と寄生虫との遭遇または接触を，あるいは容易にしあるいは困難にする.実

際にはこのことが先行し，ついで寄生を可能ならしめる先天的条件か関与するとしてよいとい

う．これらのことから，宿主の生態学的な面が宿主寄生体関係に重要な役割を演じていること

が理解される．また同氏ら(1968)によれば，宿主と寄生虫の間の関係には極めて厳密な場合

と，比較的厳密でない場合とかあるという．前者では１寄生虫１宿主という例もあり，後者で

は数種の宿主を持つが，この場合でも宿主は一定の範囲内のものに限られ，しかも宿主になり

うる動物は，互いに分類学上の類縁を有するものであるのが普通である．一方, Dogiel (1966)

は寄生虫の宿主に次の３つの型があることを指摘している．．すなわち第１型は正常な宿主

(normal host)で，この宿主では虫体の寄生頻度か高く，虫体の大きさも大きくて成熟が速く．

虫体は多数の虫卵を産する．第２型は２次的な宿主(secondary host)と呼ばれ，この宿主に

おける虫体の寄生はそれほど頻繁ではなく，成長は遅延して，一般に宿主は寄生虫に対してか

なりな抵抗性を示す．　この場合の宿主は正常な宿主（第１型の宿主）に系統的に近縁，または

生態的に類似性を有するという．第３型は偶発的な宿主(accidental host)で，この宿主に虫

体の寄生がみられるのは稀であり，虫体は感染しても発育困難である．以上のような観点か

ら，この項では宿主寄生体関係に基づいて，供試鼠類の分類ならびに生態について考察してみ

たい，
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　1）宿主寄生体関係と鼠類の分類についての２，３の知見

　オオヒラハイキュウチュウに経口的に感染した数種の鼠類では，全ての鼠において虫体の成

熟が認められた．しかしテンジクネズミでは，その発育は著しく遅延する傾向にあった．この

場合，テンジクネズミはDogiel (1966)のいう第２型の宿主に相当するものと考えられる．

しかし系統分類学的にはこの動物か鵠歯目Rodentia,ヤマアラシ亜目に属しているのに対し，

第１型の宿主と考えられるクマネズミ属の鼠類はネズミ亜目に属し，亜目のレベルで分類学的

な位置を異にしている．このような宿主の分類学的差異ど虫休の発育における差異との間に

は，明らかな相関がみられる．　　　　　　　　　　　　　ご　ヶ

　またアカネズミを除く供試鼠類では，ミヤザキハイキゴウチュウは全てにおいて陽性であ？

たが，ハツカネズミでは虫体の発育はほとんど認められず，この鼠はDogiel (1966)のいう第

３型の宿主に属するものと考えられる．ミヤザキハイキュウチュウの経口的複数感染では，供

試鼠類のうちヒメネズミ，クマネズミ属のものおよびテンジクネズミにおいて，虫体の成熟が

確認された．しかしクマネズミ属の鼠類と同じネズミ亜目に属するゴールデンハムスターやハ

ツカネズミでは，虫体の成熟が認められなかった．このように，ミヤザキハイキュウチュウを

経口投与された供試鼠類では，宿主の分類学的位置とはあまり関係なく感染がみられた．同様

な傾向は同一属の鼠類においてさえも認められた．すなわちクマネズミ属の鼠類のうちクマネ

ズミにおける感染率や虫体の回収率は，ドブネズミやダイフクネズミに比較し，かなり低かっ

たことはすでに述べたとおりである．

　以上のような２種の肺吸虫感染における差異は，ミヤザキハイキュウチュウに対する供試鼠

類の感受性が，オオヒラハイキュウチュウに対するそれに劣り，ミヤザキハイキュウチュウが

鼠類を，オオヒラハイキュウチュウほど好適な宿主としないことによって生じたものと考えら

れる．したがって，宿主寄生体関係から互いに類縁が比較的に近い宿主動物を，分類学的に検

討する際には，それらの動物が比較的に高い感受性を示す寄生虫を用いるのが好都合である．

それ故，ここでは主としてオオヒラハイキュウチュウによる感染実験の結果から，鼠類の分類

について２，３の知見を述べることにする．

　翼歯類の分類については種々の論義がなされ，なかでもSimpson (1945)とEllerman and

Morrison-Scott (1951)の研究はその代表的なものといえる. Simpson (1945)によれば，翼歯

類は哺乳綱Mammaliaの中で最もその数が多く，分類学的にも困難を極め，なかでもネズミ

亜目の鼠類はとくに種の数が多く，この亜目に属する鼠類の分類は，リス亜目･Sciuromorpha

ほどではないとしてもかなり難しいと述べている．同氏(1945)は従来の翼歯類における分類

学に対抗して，ゴールデンハムスターが従来属していたキヌゲネズミ亜科（ネズミ亜目，ネズ

ミ科）を，キヌゲネズミ科Cricetidaeに昇格させ，この科にキヌゲネズミ亜科，ハタネズミ

亜科およびスナネズミ亜科Gerbillinaeをおいた．このようにキヌゲネズミ亜科のものは,･ネ

ズミ亜科（ネズミ科）のものと科を異にするというのがSimpson (1945)の意見である．

　これに対しEUerman and Morrison-Scott（19511）はキヌゲネズミ亜科に属する鼠類の歯の

形態を重視し，ハタネズミ亜科やスナネズミ亜科を科に昇格させることなくして，従来のネズ

ミ科をキヌゲネズミ科とネズミ科に分けるSimpson (1945)の意見には，納得できないと述べ

ている．すなわち，ネズミ科ネズミ亜科のものでは，上臼歯咬頭cuspsの中列が明瞭であり，

キヌゲネズミ亜科のものではこれを欠くことか多いが，同氏ら(1951)はキヌゲネズミ亜科に

属する鼠類のうち，アフリカ産のある属では，この咬頭の中列が不明瞭で，キヌゲネズミ亜科

とネズミ亜科の中間型を示すことから，キヌゲネズミ亜科はネズミ科に属すると主張し，従来

の分類法を支持している．
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　･オオヒラハイキュウチュウによる経口感染において最も注一目される点は，ゴールデンハムス

ターが，供試鼠類のなかでは比較的大型の種に属するにもかかわらず，スミスネズミ，ヒメネ

ズミ，アカネズミおよびハツカネズミなどの小型種と同様に，感染の早期に死亡したことで

ある‥また宿主の感染率や虫体の回収率においても，ゴールデンハムスターは比較的高い値

を示し，オオヒラハイキュウチュウに感受性を有した．さらに虫体の発育ではFig. 15に示し

たように，テンジクネズミを除く他の鼠類とほぽ同様な発育状況を示したことか注目される．

ハタネズミ亜科のスミスネズミにおいても，オオヒラハイキュウチュウの感染により死亡する

宿主がみられた．しかし宿主の感染率や虫体の回収率は,．ゴールデンハムスターに比較して低

い傾向にあった．オオヒラハイキュウチュウによる感染を試みた供試動物を，実験結果に基づ

いて大別してみると，1）宿主の肺臓に虫朧腫が認められたクマネズミ属の鼠類，2）虫朧腫が

認められず死亡した鼠類，すなわちゴールデンハムスター，スミスネズミ，ヒメ･ネズミ，アカ

ネズミおよびハツカネズミ，3）虫体の発育が著しく遅延したテンジクネズミ，の３群に分け

ることができる．ただし，この場合1）のグループと2）のグループに属する鼠類では，虫体

は同様な発育状況を示した．

　以上のように，キヌゲネズミ亜科のゴールデンハムスターおよびハタネズミ亜科のスミスネ

ズミのそれぞれと，オオヒラハイキュウチュウの宿主寄生体関係は，ヒメネズミ，アカネズミ

およびハツカネズミなどネズミ亜科の鼠類と，オオヒラハイキュウチュウの関係にほぽ一致し

た.，したがって上記の宿主寄生体関係についての資料は，キヌゲネズミ亜科を科に昇格させ

て，ネズミ科からこれを分離することに反対するEllerman and Morrisoti-Scott.(1951)の意

見に一致するものといえよう．ところで自然界における肺吸虫と宿主哺乳類との関係は，Ｉ寄

生虫１宿主というような厳密なものではなく，その終宿主は哺乳綱のなかの若干の目にまで及

んでいることが知られている．これは，宿主寄生体関係が宿主の感受性や寄生虫の感染性だけ

に依存しているのではなく，宿主の生態が大きく関与しているためと考えられる．したがっ

て，ここで述べたキヌゲネズミ亜科やハタネズミ亜科の分類学的位置についての見解は，宿主

の生態を除外し，純粋に実験条件下における宿主の感受性や肺吸虫の側面だけから論じられた

ものである．

　このように，宿主寄生体関係から鼠類の科ないしは亜科レベルの分類を検討したところ，オ

オヒラハイキュウチュウに対する鼠類の感受性を指標として，その分類学的側面に言及するこ

とは，ある程度可能である.ことが知られた..とくに鼠類の種的差異は宿主の感染率や虫体の回

収率，虫朧腫形成の有無，宿主の生死，さらには虫体の発育の違い，などの点で明らかに現わ

れた．

　2）宿主寄生体関係と鼠類の生態

　鼠類の生態と肺吸虫による感染との関係を自然界のものについてみると，ドブネズミおよび

ハタネズミはオオヒラハイキュウチュウの自然終宿主とされ，さらにドブネズミはコガタオオ

ヒラハイキュウチュウの終宿主としても記録されている．すなわちオオヒラハイキュウチュウ

の基産地である熊本県球磨川河口のドブネズミ15頭のうち３頭（20％）では，この肺吸虫の寄

生が認められている（宮崎・池田, 1952).　また大阪府新淀川に生息するドブネズミ31頭のう

ち25頭（80.6％）では･，コガタオオヒラハイキュウチュウが見出されている（一色b, 1960).

一方，横川ら(1957c)は南伊豆地方のハタネズミとアカネズミについて，オオヒラハイキュ

ウチュウの寄生状況を調査している．それによると，ハタネズミ24頭のうち２頭（8.3％）の

肺臓に虫嚢腫は認められたが，虫体は全く見出されていない．しかし，虫嚢腫内に見出された

虫卵の形態から，この鼠における寄生はオオヒラハイ･キュウチュウによるものと同定されてい
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る．なお，アカネズミ12頭についての調査では，オオヒラ,ハイキュウチュウの寄生が全く認め

られていない．

　現在，肺吸虫の終宿主として知られている鼠類は，上記ドブネズミとハタネズミの２種だ

けで，他の日本産鼠類では肺吸虫による自然感染が全く証明吝れていない．これは，自然界に

おける鼠類についての肺吸虫調査が，不充分なことにもよるものと考えられる．ここでは，オ

オヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウに対する供試鼠類の感受性と，その生態

についこ検討し，鼠類と肺吸虫の自然界における接触の機会についても言及したい．

　ドブネズミは住家性の鼠で，低湿地を好んで穴居生活を営む．この習性から，ドブネズミは

オオヒラハイキュウチュウやコガタオオヒラハイキュウチュウの，第２中間宿主ベンケイガエ

類の生息地である河口の低湿地へ頻繁に出没し，これらめ肺吸虫に感染するものと考えられ

る．また一般にドブネズミは日本産鼠類のなかでは動物質の餌を好む種といわれている．平岩

ら(1959)が試みた宮崎県延岡市サギ島での調査によれば，水辺に近いところでは鼠の孔口に

カニや貝の残骸が認められ，水辺近くに生息する鼠は，動物質を摂る率が高いのではないかと

いう．このようなドブネズミの習性から推して，この鼠がオオヒラハイキュウチュウやコガタ

オオヒラハイキゴウチュウの自然終宿主として，記録されていることは当然のことといえよ

う．一方，ミヤザキハイキュウチュウの第２中間宿主であるサワガニと，ドブネズミが接触す

る機会は全くないとはいえない．渡辺(1962)によれば，ドブネズミが山林においても加害す

ると述べていることから，この鼠が山間部にも生息することは確実である．また宇田川(1954)

は長野県の木曽御岳を中心に，ドブネズミか２年生のヒノキ造林地を全滅させたことを報じて

いる．上述のようにドブネズミは住家性の鼠であるが，この場合にはササの結実によって，こ

の鼠が野鼠化したものと考えられるという．さらに宮尾ら(1964)によれば，志賀高原では海

抜1,300 m から2,300 m の範囲にわたって，ドブネズミが四季を通じて捕獲されるという．

これは，志賀高原では旅館その他の宿泊施設などかあり，鼠の餌となる残飯やゴミが１年中大

量にまき散らされていることに帰因するという．，このように，木曽御岳ならびに志賀高原で

は，ドブネズミの分布はその食糧となる餌と密接な関係にある．したがって，同様な条件柄

だされた地域では，ドブネズミはかなりの高所山地にも生息しているといえよう．今回の感染

実験によるミヤザキハイキュチュウでは，ドブネズミの肺臓に虫直腫の形成が認められ，虫体

は充分に成熟しうることか証明された．これらのことから，この肺吸虫の分布域でドブネズミ

の調査を試みれば，その自然感染を証明しうる可能性は極めて高いものと考えられる．

　ハタネズミは一般には高燥の地を選んで地下に営巣する．たとえば水田の畦畔，堤防の傾斜

面や畑等を最も好んで営巣するほか，山林，原野，川原等にも生息するという（渡辺, 1962).

またハタネズミは植物性の餌を主に摂り，動物性の餌は比較的少ないが，昆虫類や貝類をも食

べるという（渡辺, 1962).　このことから，オオヒラハイキュウチュ‘ウの第２中間宿主である

ペッケイガニ類と，この鼠との接触はありうる．しかしハタネズミの小形な体制や食性の面か

らみて，ドブネズミほど肺吸虫による感染の機会は多くないものといえる．

　この実験に供試された上記ドブネズミを除く野生鼠類のうち，クマネズミは高燥地を好んで

生息するが，山地にみられることは割合いに少なく，したがってミヤザキハイキュウチュウの

第２中間宿主であるサワガユとの接触の機会は，比較的に少ないと思われる．　またクマネズミ

はベッケイガエ類の生息する河口の低湿地に生息することも少なく.動物食に対する嗜好性も

ドブネズミよりはかなり劣る．　しかしオオヒラハイキュウチュウおよびミヤザキハイキュウチ

ュウのメタセルカリアによるクマネズミでの経口感染では，両種の肺吸虫がこの鼠において成

熟し，宿主の肺臓に虫嚢腫も認められた．ク々ネズミは上述のように一般に湿気を好まず，ド
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ブネズミとはかなり習性を異にする種であるが，この鼠においてオオヒラハイキュウチュウや

ミヤザキハイキュウチュウが成熟しえたことは，自然界における感染の可能性を示唆している，

しかしミヤザキハイキュウチュウによるクマネズミでの感染実験では，鼠の感染率や虫体の回

収率において，クマネズミ属のドブネズミやダイコクネズミに劣っていたことか注目される．

　供試されたスミスネズミは，ハタネズミ同様に日本特産の鼠であり，一般に高地森林に生息

するが,i山麓や低地にもみられる，吉田(1969)によれば，福岡県では低地にもスミスネズミ

がかなり普通に分布しているが，高地に比較して個体数が著しく少ないという．オオヒラ’ハイ

キュウチュウのメタセルカリアによるスミスネズミでの経口感染では，宿主の肺臓に虫嗇腫は

形成されなかったが，虫体は充分に成熟し，その大きさも他種の鼠類寄生の虫体に比較して，

いくぶん大きい傾向にあった．　このことはスミスネズミがハタネズミ亜科に属し，その近縁属

のハタネズミがオ･オヒラハイキュウチュウの終宿主として，記録されていることと考え合わせ

興味深い．　しかし上述のようなスミスネズミの生息場所から考えて，この鼠がオオヒラハイキ

ュウチュウの第２中間宿主であるベンケイガユ類と接触する機会は，ほとんどないものと考え

られる．一方，ミヤザキハイキュウチュウの第２中間宿主であるサワガユとスミスネズミが，

その生活環境を同じくすることは考えられ５が，今回はこの肺吸虫による感染実験は試みられ

なかった．このためスミスネズミにおけるミヤザキハイキュウチュウの成熟については不明で

ある．

　渡辺(1962)によれば，ヒメネズミは専ら林地内を生息場所としており，農耕地で捕獲され

ることはなく，また食性としては種実を好食するという．白石(1968)は福岡県久留米市長門

石町地先の筑後川高水敷において，ニホンジュウケツキュウチュウSchiｓtｏｓｏｍａｊａｊｊｏｎtｃｕｍ(Katsu-

rada)と，野鼠の関係について調査を試みている．その際に捕獲された鼠はハタネズミ，シコ

クカヤネズミ財icTO砂j�ｎ心丿aponicus Thomas およびアカネズミの３種で，ヒメネズミは捕

獲されていない．一方，内田ら(1998)は福岡県清水山において，標高100 m から200 m の

地点で小哺乳類の分布調査を試み，ヒメネズミ142頭，アカネズミ130頭およびスミスネズミ24

頭を捕獲している．これらのことから，ヒメネ･ズミは平野部ではみられないが，山林ではかな

り低地にも生息しうる鼠であることがわかる．今回の感染実験ではオオヒラハイキュウチュウ

とミヤザキハイキュウチュウの両種が，この鼠において成熟することは確認されたが，虫衰腫

は見出されなかった．ヒメネズミの生息場所から考えると，ミヤザキハイキュウチｉウの第２

中間宿主であるサワガニと，この鼠が遭遇することは充分にありうるが，カニを捕食するかど

うかは疑問である．一方，オオヒラハイキュウチュウの第２中間宿主であるベンケイガエ類と

ヒメネズミとの接触は，ほとんどないものと考えられる．

　ヒメネズミと同じくアカネズミ属に属するアカネズミは，主として山林および林縁部に生息

するが，平野部では湿田地帯に生息することはなく，山麓に近い乾田あるいは畑に接したとこ

ろで稀にみられるという（渡辺, 1962).またアカネズミは一般には種実を好むようであるが，

動物質の餌も少しは食べるといわれている（今泉, 1949).　アカネズミにオオヒラハイキュウチ

ュウとミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアを，経口的に投与したところ，オオヒラハ

イキュウチュウでは感染が成立し虫体の成熟も認められたが，ミヤザキハイキュウチュウでは

感染は全く成立しなかった．しかしオオヒラハイキｉウチュウにおいても，宿主の肺臓に虫蓋

腫は見出されなかったj上述のようなアカネズミの生態から，この鼠はオオヒラハイキュウチ

ュウとミヤザキハイキュウチュウの双方の第２中間宿主であるカニ類と接触しうる．しかしミ

ヤザキハイキュウチュウの場合は，この実験の結果から，たとえアカネズミがサワガエを捕食

しても，この肺吸虫に感染することはないものと推察される．一方，オオヒラハイキュウチュ
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ウにおいては，海岸にせまった山麓地帯などでは，ペンケイガニ類とアカネズミが遭遇する機

会はありうるものと思われるが，横川ら(1957c)の調査ではアカネズミでのオオヒラハイキ

ュウチュウの寄生が，認められていないことは既述のとおりである．しかし実験的にはこの鼠

で虫体が成熟したことから，今後，アカネズミが自然終宿主ヽとして追加される可能性はある，

　このように自然界では鼠類の生態－とくにその生息場所や食性一と肺吸虫による感染との間

には密接な関係が存在する．すなわち，実験的に肺吸虫に対して高い感受性を示す宿主であっ

ても，その宿主の習性において肺吸虫の第２中間宿主であるカニ類と接触し，しかもカニ類を

捕食しなければ，自然界での感染はありえない．白石(1968)は自己の調査結果に基づき，ニ

ホンジュウケツキュウチュウと鼠類の関係を生態学的な面から考察している．それによると，

ハタネズミ68頭のうち38頭（55.9％），シコクカヤネズミ15頭のうちＩ頭（6.7％）およびアカ

　　■　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄネズミ２頭のうち２頭で，ニホンジュウケツキュウチュウの感染を認めている．これらの３種

鼠類のうち，同じ高水敷の定住者でありながら，ハタネズミとシコクカヤネズミの感染率に著

しい差がみられるのは，両者の生態における相違によるところか大きいとして，同氏(1968)は

鼠類の生態が寄生虫の感染に及ぼす影響を指摘している．さらに白石(1968)は筑後川高水敷

では，アカネズミやシコクカヤネズミの生息数が少ないこと，前者の鼠はこの高水敷の定往者

とは考えられず，また後者における感染率が低いことなどから，これらの鼠は保虫宿主として

の重要度が低く，保虫宿主として最も重要視される野鼠はハタネズミであると述べている．肺

吸虫についての自然界におけるこのような調査研究は少ない．　しかし今後は宿主寄生体関係を

追究していく上で，実験条件下での結果だけによることなく，自然界での調査をも考え合わせ

検討がなされねばならない．

　一方，野生種の動物に寄生虫を感染させ，宿主の動物地理学的な側面を検討した報告がみら

れる．すなわち, Sprent (1962)はオーストラリア産の哺乳類を在来種と外来種に分け，これ

らの動物に線虫の１種丿mpiicaecum robertsiを実験的に感染させている．この線虫はニシキヘビ

亜科Pythoninaeに属するがａ�･z涵必tes variega心･Grayを終宿主とし，その胃で成虫にな

る, Sprent (1962)の報告によると，このヘビはオーストラリアがアジア大陸から分離した頃

から，この地に生息していたことが知られているという．また同氏(1962)によればＡｍｂｌｉ-

caecum IMの線虫はＱμeenslandでは比較的に普通にみられるが，それ以外の大陸では全く報告

されていない．　したがって，この線虫はオーストラリア在来の寄生虫であるという．一方，

A. roberlsiにとって哺乳類は中間宿主としての役割を果しているトSprent (1962)はその中間

宿主として在来種にはバンディクートの１種Isoodon macrounび(Gould),フクロギッネＴｒicho　-
　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
surusｕφｇ�a (Kerr),および鼠類のRattiis assimilisGould, R.･:onatiisThomas, 訂ゐ砂JαΓvinipes

(Gould), M.11110ｒaliｓ(Lonnberg),びｒａ砂･s caudima･;山心(Krefft)の計７種，また外来種には

んμus rat柚, R. ｎrz･φcus, Cavia cob砂αの３種の哺乳類を当て，これらの勁物における線虫の

　　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●　　ｌ　　　　　　　　ｆ　　　　　　　　　●発育比較を試みている．それによると，在来種の哺乳類では，この線虫・4. robertsiは３～４ヵ

月の間によく発育し，平均体長50mm～70mmを測っている．これに対し外来種のクマネズ

ミ，ドブネズミおよびテンジクネズミに感染した線虫では，３～４ヵ月の間に平均体長10 mm

～30 mmを測り，これらの動物での虫体の発育は著しく悪い傾向を示している．

　徳田（1970）によれば，オーストラリアで高度に固有化している土着種の鼠類の祖先は，理

論的にはオーストラリアに有袋類の祖先が渡来した頃と，相い前後して到来したものと考えら

れるという．このことはオーストラリアに土着する哺乳類は，鼠類のがぶりjやひａ砂jをも

含めて，歴史的に古い背景を有することを示唆･している. Sprent (1962)は在来種の動物にお

けるｊ．ｒｏｂｃｒtiiの発育が，外来種でのそれよりも良好であった理由は，明らかでないと述べて
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いるか，さらに次のように付言している．すなわち，･この場合，在来種において免疫学的な反

応が弱くなったことによって，虫体に対して，より好適な環境を提供したのかも知れず，ある

いはまた在来種であるという特殊な宿主の生理学的または解剖学的特徴の何らかの要素が，虫

体の発育を促したのではないかとも考察している．以上のように，その土地において歴史性を

有する宿主と，そうでない宿主との間に，寄生虫の発育面で相違がみられた事実は，Ａ，ｒｏｂｅｒlｓi

の宿主に対する寄生的適応という点から興味深い．また，このことは宿主寄生体関係を解明し

ていく上で，重要な示唆を与えるものといえる．

　宿主と寄生虫の関係はこのように動物地理学的な面からも興味ある問題である．今回の実験

に供試された鼠類のうち，スミスネズミ，ヒメネズミおよびアカネズミは日本特産の在来種で

あり，他の鼠類は外来種である．しかし虫体の発育という点では，供試鼠類を在来種と外来種

に区別することは不可能であった．

　以上述べたように，宿主鼠類の生態は宿主寄生体関係に重要な役割を果していることが知ら

れ，自然界では鼠類の生態が宿主の感受性や寄生虫の感染性に先行していることが判明した．

なかでも宿主の生息場所とその食性は，肺吸虫のように受動的に宿主へ感染する寄生虫の場

合，とくにその重要度が大きい．それは感染の機会は，宿主かその中間宿主のカニ類を捕食す

るか否か，にかかっているからである．

　3.オオヒラハイキュウチュウおよびミヤザキハイキュウチュウの鼠胸腔内移植によるメタ

　　，セルカリアの脱嚢と虫体の移行，発育

　オオヒラハイキュウチュウやミヤザキハイキュウチュウの終宿主体内における移行や発育に

ついては，とくに前者の肺吸虫で多くの研究成果がみられ，後者の肺吸虫についてもその移行

や発育が究明されつつある．それによると移行経路の肝臓における滞在期間は｀ミヤザキハイキ

ュウチュウの場合，オオヒラハイキュウチュウのそれよりも長期にわたるといわれている（横

川ら, 1964 a, b; 多田, 1969).従来，オオヒラハイキュウチュウが宿主の肝臓に穿入する事

実については，種々の論義がなされている．すなわち冨田(1956)はダイコクネズミの肝臓に

虫体が穿入する時期では，肺臓よりも肝臓の方が虫体の生存条件に適した何らかの要素がある

と述べている．また大倉(1963 b）はオオヒラハイキュウチュウの幼成虫(young adｕlt）－メ

タセルガリアの脱嚢後から虫体の成熟前までのものーをダイコクネズミの胸腔内に移植実験し

ている．その結果から同氏(1963 b)は，肝臓が虫体の発育に不可欠な侵入部位とは考えられ

ないか，経口感染において，ほとんど全ての個体が肝臓に穿入するという事実を，単に肝臓の

解剖学的な位置によるものとして，無視するわけにはいかないと指摘している．一方, Yoko-

gawa ･･1.�･(1962)はネコおよび鼠に感染したウェステルマンハイキュウチュウについて，移

行経路を追究したところ，この肺吸虫では腹壁筋肉に侵入する時期はみられるが，肝臓への1穿

入は常道とは考えられないとして，オオヒラハイキュウチュウやミヤザキハイキュウチュウに

おける移行経路との差異を明らかにした．

　このように，肺吸虫あるいは宿主の種によって，虫体の宿主肝臓に対する特異性一臓器特異

性一に違いがみられることは，虫体の発育，ひいては宿主寄生体関係の面から興味深い問題で

ある．しかしオオヒラハイキュウチュウやミヤザキハイキュウチュウが何故に，宿主の肝臓へ

移行するのか，また肝臓へ移行しないと虫体は発育できないのか，などの点についてはなお検

討の余地か残されている．肺吸虫にとって，宿主の胸腔および肺臓，なかでも肺臓は最終の移

行部位といえ，ここで虫体は虫嚢腫を形成して成熟し生殖を営む．そこで，この実験では最終

移行部位である宿主の胸腔に，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのメタ

セルカリアをそれぞれ移植した．その後，鼠を剖検してメタセルカリアの脱嚢状況や虫体の移
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行，発育について，両種肺吸虫の比較検討を試みた．さらに宿主としては両種の肺吸虫に対し

て，感受性の差異が認められたハツカネズミとダイコクネズミを選び，これらの鼠における種

間の比較をも試みたので，その結果について考察したい．

　1）メタセルカリアの脱朧と虫体の回収率

　今回，鼠の胸腔内にメタセルカリアを移植して得られたオオヒラハイキュウチ５ウの回収率

は，ハツカネズミで平均48％，ダイコクネズミでフフ％であり，ミヤザキハイキュウチュウのそ

れは前者の鼠で20％，後者で32％であった．これらの回収率をこの実験の経口感染における結

果と比較してみると大差はなく，メタセルカリアは宿主の胸腔で脱嚢し，両種の肺吸虫は経口

感染の場合と同様によく感染したといえよう．　．

　両種肺吸虫の鼠胸腔内移植においては，オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリアは，よ

り高率に脱夏して感染する傾向にあった．これは，オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリ

アの内膜が，ミヤザキハイキュウチュウのそれに比べてかなり薄いこと，またオオヒラハイキ

ュウチュウのメタセルカリアは, 47.5°Ｃ以上の水道水やＸ％以下の塩水中で容易に脱嚢する

（米良, 1951),という形態や性質によるものと考えられる．しかし両種の肺吸虫に対する鼠類

の感受性またはメタセルカリアの脱夏能力や，その後の脱夏幼虫の感染能力なども，虫体の回

収率に影響を与える要因と考えられる．

　そこでミヤザキハイキュウチュウについて，メタセルカリアの脱嚢経過を追究した．その結

果はTable 24 に示したように，ミヤザキハイキュウチg・ウのメタセルカリアは，鼠の胸腔に

移植された後９時間から12時間に脱夏するものは少なく，大部分が24時間を経過した後に脱嚢

した．しかし移植96時間後には未脱嚢幼虫は死亡し始め, 144時間後には全ての未脱夏幼虫は

死滅していた．大倉(1963 a）によれば，オオヒラハイキュウチ４ウによるダイコクネズミでの

経口感染では，そのメタセルカリアは投与後１時間から６時間に大部分が脱夏を完了したとい

う．これらの脱夏時間は条件か異なるために，同一レベルでの比較は困難である．しかし少な

くともオオヒラハイキュウチュウの脱夏は，ミヤザキハイキュウチュウのそれに比べてかなり

早い時間に行なわれるようである．ミヤザキハイキュウチュウの胸腔内移植によるメタセルカ

リアの脱夏時間は遅延し死亡個体がみられ，また，ミヤザキハイキュウチュウによる経口感染

においても，虫体の回収率は低い傾向にあった．これらのことから胸麿内移植による虫体の低

い回収率は，ミヤザキハイキュウチュウに対するハツカネズミや，ダイコクネズミの感受性が

低いためばかりでなく，メタセルカリアの低い脱嚢能･力という生物学的因子にも影響されてい

るものと考えられる．したがって，ハツカネズミやダイコクネズミの経口感染においても，ミ

ヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアは宿主の小腸で脱嚢しえず，一部のものは糞便と共

に宿主の体外へ排泄され，ために低い回収率か得られたものと思われる．

　従来，ウェステルマンハイキュウチュウの脱夏促進因子としては温度，浸透圧, pH,塩酸

イオン，胆汁酸，消化酵素および機械的刺激などがあげられている（大島, 1956 ； 大島ら，

1957 ； 高野ら, 1957 ； 横川ら, 1959 a）.　大島(1956)はこれらの脱夏促進因子について検討

し，結局pHおよび温度が最も重要な因子であり，機械的刺激がそれを助長するとしている．

さらに同氏(1956)はウェステルマンハイキュウチュウのメタセルカリアを，ハツカネズミの

腹腔に移植した結果，充分脱嚢したことから，消化酵素は脱夏に関与しないと述べている．近

年，加茂・前島(1966 a, b）はウェステルマンハイキュウチュウと,‘ミヤザキハイキュウチュ

ウの脱夏因子や脱嚢能力について検討し，両種メタセルカリアの脱嚢が消化酵素に影響されな

いことを確認している．しかし肺吸虫メタセルカリアの脱嚢に関しては，なお異論が残されて

いる．したがって，正常な感染経路ではないが，メタセルカリアを宿主の胸腔内に移植し，そ
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の脱嚢状況や感染を追究することは，幼虫の生体内での反応を探る一つの方法と･考えられる．

　以上述べたように，両種肺吸虫の脱嚢率および虫体の回収率には，肺吸虫の種または鼠の種

による明らかな差異が認められた．またオオヒラハイキュウチュウやミヤザキハイキュウチュ

ウの脱朧率および回収率叫ダイコクネズミにおいてハツカネズミよりも高い値を示した．こ

のことは両種の肺吸虫に対するダイコクネズミの感受性か，ハツカネズミのそれよりも強いこ

とを示唆しているパ

2）’･肺吸虫の鼠胸腔内移植における移行 Ｉ
～

　オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウＲ:よる鼠類での経口感染では，いず

れの肺吸虫も宿主の肝臓叱移行じたのち，胸腔に到達して肺臓に虫嚢腫を形成するのが主な移

行経路であることはすでに述べた．ところかオオヒラハイキュウチュウのメタセルカリアを，

ハツカネズミとダイコクネズミの胸腔内に移植した今回の実験では，いずれの鼠においても虫

体の多くは，腹腔へ移行して肝臓に穿入することなく，宿主の胸腔にとどまり肺臓に虫嚢腫を

形成する傾向にあった．一方，ダイコクネズミの胸腔に移植されたミヤザキハイキュウチュウ

では，その大部分が腹腔へ移行して肝臓,または腹壁筋肉に穿入したのち，虫体は再び胸勝へ移

行して肺臓に虫嚢腫を形成する傾向にあ？た．またハツカネズミにおいても，移植されたミヤ

ザキハイキュウチュウは，ほぽ同様な移行状況を示すようであった．このように肺吸虫の種の

違いによって,.虫体の臓器（肝臓）特異性に差異が見出された．またオオヒラハイキュウチュ

ウの場合には，経口感染における移行と胸腔内移植によるそれにも差異が認められた．これら

の事実は宿主寄生体関係という面から興味ある問題といえる.

　Fig. 17 は両種肺吸虫のメタセルカリアを，ハツカネズミとダイコクネズミの胸腔内に移植

し，［自収された虫体総数に対する腹腔移行の虫体（肝臓穿入，腹腔遊離，腹壁筋肉穿入）の割

合を各剖検日ごとに’示している．　この場合，腹腔に遊離または腹壁筋肉に穿入していた虫体

は，その多くか肝臓への移行前後のものと考えられる．したがって腹腔へ移行した虫体のほと

んどは，肝臓に穿入するものとして取り扱うことにする. Fig. 17によると，ダイコクネズミ

に移植されたミヤザキハイキュウチュウでは，移植後６日から26日の間に大部分の虫体は，腹

腔へ移行して肝臓に穿入し，移植16日および18日後には回収された虫体の全てが腹腔，肝臓お

よび腹壁筋肉などで見出された．その後，虫体は再び胸腔へ移行して，移植後30日以降には宿

主肺臓の虫巌腫内に多くの虫体が見出された．

　これに反しダイコクネズミの胸腔に移植されたオオヒラハイキュウチュウは，そのほとん

どが胸腔にとどまり，移植後17日以降には宿主の肺臓に虫嚢腫を形成した．このようにオオヒ

ラハイキ４ウチュウは宿主の胸腔ならびに肺臓だけで，その寄生生活を営む傾向にあうた.-し

かし例外的にはオオヒラハイキュウチュウにおいて，移植12日から17日後に，腹腔へ移行して

肝臓に穿入していた個体もわずかなから認められた．

　一方，ハツカネズミにおける両種肺吸虫の移植では，オオヒラハイキュウチュウの場合，回

収された269個体のうち，わずか1.5％にあたる４個体が腹腔･と肝臓で見出されたにすぎない．

この結果はオオヒラハイキュウチュウのダイコクネズミにおけるそれとほぼ一致したが，宿主

の肺臓に虫朧腫はみられなかった．またミヤザキハイキュウチュウによるハツカネズミの胸腔

内移植では，この肺吸虫のダイコクネズミでの結果とは異なり，腹腔へ移行して肝臓に穿入し

ていた虫体は比較的少ない傾向にあった．すなわち腹腔へ移行していた虫体は，見出された虫

体総数の17.４％にあたる８個体にすぎず，宿主の肺臓に虫朧腫も認められなかった．

　オオヒラハイキュウチュウのダイ⊇クネズミにおける経口感染では，虫体は10日･目頃から肝

臓に侵入し始め，J4日後には見出された虫体総数の73.6％が肝臓に穿入し，肺臓における虫襲
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Figure 17.　Comparisons of the recovery percentage oiP.ohiΓat and p. miyazakii

　　　　from the liver, peritoneal cavity and muscles of albino mice and

　　　　rats, per total numbers of the worms recovered in each examination.

腫は感染21日あるいは30日後に認められるという（宮崎, 1949 ； 大倉, 1963a).　一方，ハツ

カネズミにおけるオオヒラハイキュウチュウの移行経路を追究した報告は少ない．今回の経口

感染によるハツカネズミでの結果(Tables ４～7）では，感染18日から35日後に合計345個体の

虫体が回収された．そのうち285個体はハツカネズミの腹腔，肝臓および腹壁筋肉から回収さ

れ，残りの60個体は胸腔と肺臓から見出されたが，虫嚢腫は形成されていなかった．以上述べ

たように，オオヒラハイキュウチュウの経口感染によって得られた結果と，胸腔内移植によっ

て得られた結果との間には顕著な違いか認められた．すなわちオオヒラハイキュウチュウによ

るダイコクネズミとハツカネズミの胸腔内への移植では，虫体は宿主の肝臓へ移行することな

く，肺臓の虫哀腫または胸腔内で寄生することか知られた．一方，ミヤザキハイキュウチュウ

はオオヒラハイキュウチュウに比べ，かなり長期にわたって宿主の肝臓に滞在するといわれて

いる．　多田(1969)は，この肺吸虫によるダイコクIネズミめ経口感染において感染20日，30･日，

56日および70日後に，宿主の腹腔から虫体を回収している．また今回のダイコクネズミにおけ

る同様な実験でも感染20日，30日，35日，45日，58日および65日後に腹腔や肝臓から虫体が回

収された．これらの経口感染における虫体の諸臓器への移行時期は，胸腔内移植での結果とは
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ぽ一致したことは注目される．

　ハツカネズミでのミヤザキハイキュウチュウによる経口感染で，吉田（1970）は32頭の鼠に

5～15個のメタセルカリアを投与している．これらの鼠を同氏（1970）は感染5ﾌﾟ日から128日

後に剖検したところ，14頭の鼠の胸腔と腹腔から19個体を回収したと報告している．この実験

の経口感染では感染30日から65日後にハツカネズミを剖検した．このため感染の初期における

虫体の移行状態についての詳細は不明であった．しかし感染62日や65日後でも宿主の腹腔およ

び肝臓から虫体が回収されたので，これらの部位での虫体の滞在期間は，ダイコクネズミでの

感染と同様に，かなり長期にわたるものと考えられる．ハツカネズミの胸腔内にミヤザキハイ

キュウチュウを移植した場合，虫体は５日，10日，21日，40日および70日後に腹腔から見出され

た．　また剖検されたほとんどの鼠の肝臓には，虫体の穿入による病変が多数認められた．．これ

らのことから，ハツカネズミの胸腔内に移植されたミヤザキハイキュウチュウは，ダイコクネ

ズミ･での結果ほど顕著ではないが，宿主の腹腔へ移行して肝臓に穿入したものと推察される.

　以上のことから，ハツカネズミとダイコクネズミにおけるオオヒラハイキュウチュウと，ミ

ヤザキハイキュウチュウの宿主肝臓に対する臓器特異性は，ミヤザキハイキュウチュウにおい

てより強いものといえる．またミヤザキハイキュウチ’ユウに対し弱い感受性を示したハツカネ

ズミでは，この肺吸虫の宿主肝臓に対する臓器特異性が不明瞭な傾向にあった．

　3）肺吸虫の鼠胸腔内移植における発育

　ハツカネズミおよびダイコクネズミの胸腔内に移植されたオオヒラハイキュウチュウと，ミ

ヤザキハイキュウチュウの発育状況は, Fig- 18 に示したとおりである．それによると，両種

の鼠におけるオオヒラハイキュウチュウは比較的短期間に成熟し，虫体長も大きい傾向かみら
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れた．これに反してミヤザキハイキュウチュウはダイコ=クネズミでの生長がゆるやかで，その

成熟時期は遅延した．またハツカネズミでは移植後き日から70日の間に，虫体の発育はほとん

ど認められなかった．一方，鼠の種による両種肺吸虫の発育をみると，オオヒラハイキュウチ

ュウの場合は移植後20日ないし24日頃まで，ハツカネズミでの発育か良好であったが，その後

は逆転してダイコクネズミでの発育が良好であった．この時期に逆転がみられたことは，ダイ

コクネズミの肺臓で虫嚢腫の形成が盛んであり，虫体は虫衰腫内に寄生したことによって，そ

の発育が促進されたことを示唆している．

　一方，ミヤザキハイキュウチュウのハツカネズミとダイコクネズミにおける発育では，前者

の鼠において，虫体の計測値は不規則な変動を示しだのに対し，後者の鼠ではゆるやかではあ

るが，順調な発育を示す計測値が得られた. Table 23 によってハツカネズミにおける虫体の

平均体長をみると，移植30日と70日後ではいずれも比較的大きな虫体が回収されている．移植

30日後には見出された虫体数がわずかに２個体で，これらの虫体はいずれも比較的大きかっ

た．　また70日後には観察された虫体のうち最大の個体6.5×2.0 mmが得られた．したがって

虫体の平均体長では，これらかそれぞれの平均値を大きくしているものと考えられる．また

Table 32 に示したように，ミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアを，ハツカネズミの

胸腔内に移植して得られた虫体は，この肺吸虫による経口感染での虫体と同様に，同一剖検日

（感染後70日）の鼠（３頭）でもその発育に著しい違いがみ‘られた．これら７個体のうち１個

体（Ｎ０.3）は肝臓に穿入，また１個体(No. 4）は腹腔に遊離して見出され，残りの５個体

(Nos. 1, 2, 5, 6, 7)はいずれも宿主の胸腔に遊離していた．

Table 32. Measurements of the worms recovered from the albino mice in which

　　　　　　10 metacercariae each of p. miyazakii were transp!anted into the pleural

　　　　　　cavity (in ｍｍ)

Worm

no.

1
2
3
4
5
6
7

　　　　Body

length　　width

0.61

0.99

0.69

0.83

0.55

2.32

6.52

0.41

0.38

0.46

0.49

0.44

0.84

2.04

　Oral
-
length
-
0.07

0.1･1

0.08

0.08

0.08

0.42

-

sucker
-
　width

-

　0.11

　0.11

　0.11

　0.09

－　0.11

　0.14

　-

Ventral
-
length

0｡14

0.15

0.14

0.14

-

0.26

-

sucker
-
width

-
0.19

0.14

0.18

0.16

-

0.26

-

　虫体の子宮内虫卵についてみると，オオヒラハイキュウチュウによるダイコクネズミでは，

25日後に31個体のうち14個体（45.2％）において，またハツカネズミでは31日後に４個体のうち

２個体（50％）においてこれが初めて認められた．またミヤザキハイキュウチュウによるダイ

コクネズミでの移植では，55日後に９個体のうち１個体（11.1％）で虫卵がみられたが，ハツ

カネズミでは全くこれか観察されなかった．経口感染において子宮内虫卵がみられた時期は，

オオヒラハイキュウチュウによるダイコクネズミ感染の場合には27日後（宮崎, 1940, 1944),

28日後（大倉, 1963 b）および30日後（川島ら, 1966 a)であり，ハツカネズミ感染の場合に

は25日後(Table 8）であった．またミヤザキハイキュウチュウによるダイコクネズミの経ロ

感染では，子宮内虫卵が56日後（川島ら, 1966 a）に認められ，今回の同様な感染では50日後

にこれか見出された．これらメタセルカリアの経口感染における結果と胸腔内移植におけるそ

れを，同種の肺吸虫についてそれぞれ比較すると両者の間=に大差は認められなかった，このよ
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うに経口感染または胸腔内移植のどちらにおいても，両種肺吸虫の虫体はそれぞれ同様な発育

経過を示すことが知られた．

　胸腔内移植ならびに経口感染によって得られた虫体の体長を比較すると，ミヤザキハイキュ

ウチュウにおいてはとくに差異を認めなかった．しかしオオヒラハイキュウチュウでは経口感

染による虫体が，ハツカネズミおよびダイコクネズミのいずれの宿主においても大きい傾向に

あった(Figs. 15， 18).すなわちハツカネズミについてみると，オオヒラハイキュウチュウの

経口感染および胸腔内移植による虫体の平均計測値は，それぞれ10日後1.7×0.５ mm および

1.1×0.５mm. 20日後4.5×2.０ｍｍおよび2.1×1.２ mm, 40日後7.3×3.０ mm および6.0×3.７

ｍｍであり，いずれの剖検日においても経口感染によ゛つて得られた虫体が，とくにその体長に

おいて大きかった．このことは胸腔内への移植によるオオヒラハイキュウチュウのほとんど

が，宿主の肝臓へ移行することなく発育したことによるものと考えられる．大倉(1963 b）は

ダイコクネズミにおけるオオヒラハイキュウチュウの経口感染において，大多数の虫体が宿主

の肝臓へ移行していたことから次のように述べている．すなわち肝臓へ移行した虫体では，こ

の臓器に穿入することによって，虫体はグリコーゲンその他の栄養物を吸収し，肝臓が虫体の

発育に何らかの役割を演じているものと推測されるという．また川島ら(1966 b)はダイ･コクネ

ズミにおけるミヤザキハイキュウチュウの異所寄生heterotopic parasitism について観察した

ところ，肺臓以外に肝臓，腎臓および腹膜にも虫嗇腫を見出し，それぞれの部位から得られた

虫体の発育を比較している，その結果，肝臓から回収された虫体の発育が最も良好で，肺臓か

らのものが最も劣っていたという．この肝臓から得られた虫体は，ミヤザキハイキュウチュウ

の正常な移行経路とされている肝臓，肺臓を経て再び肝臓に移行したものか，あるいは初めか

ら肝臓にとどまって虫嗇腫を形成したものかわからないと同氏ら(1966b)は指摘している．

　以上のように，鼠類の胸腔に移植されたオオヒラハイキュウチュウと，ミヤザキハイキュウ

チュウの発育には，肺吸虫の種または鼠類の種による顕著な違いが認められた．

　4.オオヒラハイキュウチュウおよびミヤザキハイキュウチュウにおける単数感染ならびに

　　　両種肺吸虫による混合感染

　オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリア１個を，ダイコクネズミヘ感染させた場合（単

数感染），宿主の肺臓に虫嚢腫は認められず,･虫体は胸腔に遊離してみられるという（横川ら，

1958 t 冨村ら, 1959；大村, 1960).またミヤザキハイキュウチュウにおいても，同様な傾向

にあることが知られている（吉村・吉田, 1968；吉田, 1970).最近，吉村ら(1971)はサドハ

イキュウチュウについて単数感染を試み，虫嚢腫がみられないばかりか，得られた虫卵におけ

るミラシジウムの形成率は著しく低いことを明らかにしている．さらに同氏ら（1971）は組織

学的な検討を試み，単数感染の虫体でも複数感染の虫体と同様に，正常な卵細胞形成や精子形

成がみられ，（輸）精管や貯精朧にも多数の精子が発見されたと報じている．肺吸虫は雌雄同体

であるが，宿主の肺臓に形成される虫嚢腫内には通常２個体以上か寄生することや，単数感染

における結果から，虫襲腫の形成には２個体以上の虫体が関与し，虫体の生殖は相互交接（ｲIll

家受精）によるものと推測される．しかるにFan and Chaing (1970)は台湾産のウェステルマ

ンハイキュウチュウを，ダイコクネズミヘ単数感染させたところ，宿主の肺臓に虫朧腫がみら

れたと述べ七いる．さらに同氏ら（1970）はこの場合に得られた虫卵は，ミラシジウムを生じ

たと報じている．日本産のウェステルマンハイキュウチュウは，複数感染においても非好適宿

主の鼠寄生では発育しえないことが知られている（宮崎, 1946；横川ら, 1959 b; 滝沢, 1964) .

また単数感染では，この肺吸虫の好適宿主であるイヌにおいて, 142日あるいは223日を経過し

ても‘，虫体はなお米成熟で虫朧腫ぱ全く認められなかったという（横川ら, 1960, 1961).著
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者が行なったウェステルマンハイキュウチュウによるイ,ヌヘの単数感染では，感染後94日を経

過しても，虫体は未成熟で胸腔に遊離していたことを確認している．またSogandares-Bernal

(1966)によれば，アメリカ産のケリコットハイキュウチュウ戸.ｆｃｅＵｉｃｏtii Ward の単数感染に

おいても，虫体は成熟しえず胸腔に遊離していたという．

　肺吸虫の寄生によってみられる虫嚢腫は，虫体の生殖の場と考えられるか，その形成機序や

虫体の生殖については，なお異論がみられる．そこで，これらの点についての知見を得るだ

め，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウを用いて，単数感染や混合感染を

試みた結果について考察したい．

　1）単数感染における虫体の移行と発育

　オオヒラハイキュウチュウあるいはミヤザキハイキュウチュウによるダイコクネズミヘの単

数感染では，宿主の感染率ならびに虫体の回収率は，それぞれ68.8％および63.2％であった．

これらの値は，従来報告されている両種肺吸虫での単数感染の結果，すなわちそれぞれ47.5％

（横川ら, 1958 b），44.6％（吉田■ 1970)よりも高率を示した．またオオヒラハイキュウチュ

ウの回収率は複数感染でのそれと大差はなく，ミヤザキハイキュウチュウではより高い値を示

した．このように両種の肺吸虫は単数感染においても，複数感染と同様によく感染することか

明らかになった．

　オオヒラハイキュウチュウの単数感染では，宿主肝臓への虫体の穿入は感染10日後に始ま

り，20日後には胸腔へ移行して肺臓に穿入していた．しかし.虫哀腫は全く認められず虫体は感

染90日後に至っても胸腔に遊離し，肺臓では虫体の穿入による多数の病変がみられた．また虫

体の子宮内虫卵は感染後25日に初めて見出され，虫休め体長や体幅は感染後17日から20日の間

に急速な成長を示したか，その後の発育はゆるやかになる傾向にあった．今までオオヒラハイ

キュウチュウの単数感染では，終宿主体内での虫体の移行や発育経過については知られていな

い．著者の実験結果によれば，単数感染における虫体の移行や発育は，複数感染での結果とほ

ぽ一致することが明らかになった．しかしオオヒラハイキュウチュウの単数感染によるダイコ

クネズミの肺臓では，虫嚢腫は全く認められなかったことが注目,される．またミヤザキハイキ

ュウチュウの単数感染では，仝ての鼠を感染後65白と70日に剖検した．その結果，オオヒラハ

イキュウチュウの場合と同様に虫嚢腫は見出されず，虫体は宿主の胸腔に遊離して成熟するこ

とが確認された．

　2）単数感染におけるミラシジウム形成

　単数感染によって得られた虫卵のミラシジウム形成について検討した．しかしミヤザキハイ

キュウチュウでは産卵数が少なく，充分な資料が得られなかったので，ここでは主としてオオ

ヒラハイキュウチュウで得られた結果を中心に考察を試みる．感染38日から84日後のオオヒラ

ハイキュウチュウの虫卵を温度27, 28および30°Ｃでそれぞれ培養した．その結果, Table 29

に示したように，そのミラシジウム形成率はO～4.40％であっすこ．これに反して，同一条件で

培養した複数感染（メタセルカリア30個の経口投与）での値は55.23～94.33%であった．それ

故，単数および複数感染の両者間には著しい差異がみられ，単数感染でのミラシジウム形成率

は非常に低率であることが知られた．また単数感染における虫卵内のミラシジウムは不活発で

あり，孵化までの培養日数はいずれの温度群でも長期に及ぷ傾向にあった．とくに温度30°Ｃ

の場合，複数感染では培養後12日に大部分の虫卵か孵化したのに対し，単数感染では24日後に

至っても孵化が認められなかった．

　今までに複数感染におけるオオヒラハイキュウチュ‘ウ卵の孵化把づいては，佐野(1959)に
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よる゛報告がみられるが，単数感染の場合の孵化については全く検討されていない．一方，サド

ハイキュウチュウに関しては，最近，吉村（1971）がこの問題を追究している．それによると

サドハイキュウチュウのミラシジウム形成率は，単数感染で0.76～2.57％，複数感染で78～86

％であり，単数感染での成績が著しく低いことを明らかにしている．また同氏（1971）は孵化

までの培養日数が単数感染で23～25日であったのに対し，複数感染では16日であり，単数感染

での培養日数は長期に及んだことを指摘している．これらのサドハイキュウチュウにおける結

果は，今回得られたオオヒラハイキュウチュウでのそれにほぽ一致する．一方, Fan and Cha-

ing (1970)はイヌおよびネコに台湾産のウェステルマンハイキュウチュウを単数感染させ，こ

の場合のミラシジウム形成率は9.52～22.86^であったことを報じているか，複数感染との比

較を試みていない.

　Smyth (1962)は二生目の吸虫では，自家あるいは他家受精の両方がみられるが，自家受精

の方がより普通であると述べている．ところが, Bacha (1956)は同じ二生目の勿即cotyte lunata

(Diesing)の単数感染について検討したところ，虫体は正常に発育したが，虫卵のミラシジウ

ム形成は，複数感染での形成率よりも悪かったと述べている．またFried (1962)は助ゐ一

phihalmiiｓｈｃｇｅｎｅｒｉPennerand Friedの単数感染では，虫卵は未受精卵であったことを報じてい

る．一方，単数感染でも複数感染の場合と同様に，正常なミラシジウム形成がみられるという

報告は，鯨口吸虫類の1 ra Echino出回zのもの２種(Beaver, 1937; Lie, 1965)および楯ゐ一

ｆｔhlhalmｕｓｍｅｇａtｕtｕｓCort(Nollen, 1968)についてなされている．またNollen (1971a, b）は

ｒhilobJitfiatmiiｓｍｅｅａtttlｕｓの単数感染によるミラシジウムが，中間宿主の貝に侵入したのち，終

宿主で成熟しえたが，第２，弟３代と世代を重ねるにつれ，成虫の回収率が低下したことを指

摘し，この吸虫における他家受精の意義を明らかにしている．

　以上のように，肺吸虫を含む二生巨の吸虫の生殖については，他家受精あるいは自家受精の

問題が近年とくに注目されつつある，　これら二生目の吸虫は上述したように種によって受精の

仕方に違いがみられるようである．肺吸虫の場合は宿主の肺臓に形成された虫嗇腫内に，２個

体以上か寄生して生活を営むのが普通である．このことから，肺吸虫では個体相互の関係はか

なり強く，ために他家受精が強調されているものと考えられ，肺吸虫の生殖に関する問題は今

後さらに追究されなければならない．

　3）混合感染における虫嚢腫形成

　オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリアＩ個ずつ，合計２

個をダイコクネズミに経口投与したころ，両種の肺吸虫による虫襲腫がみられた(Table 30）･

すなわち５個の虫巌腫のうち２個の虫襲腫では両種の肺吸虫がみられ，３個の虫嚢腫ではミヤ

ザキハイキュウチュウが回収され，オオヒラハイキュウチュウは胸腔に遊離の状態で見出され

た．ほかに，虫巌腫は認められたが虫体は１個体だけが回収されたもの４例があり，これらの

鼠では両種の肺吸虫による感染が成立したものと考えられる．これらの結果は荒木ら（1970）

が試みた両種肺吸虫での混合感染の結果とほぼ一致する.･しかし同氏ら(1970)は大部分の虫

襲腫内に両種の肺吸虫１個体ずつの寄生を認めてはいるか，今回のように虫嚢腫内にはミヤザ

キハイキュウチュウが，また胸腔内にはオオヒラハイキュウチュウが見出された例を観察して

いない．これらの違いは，荒木ら（1970）によるダイコクネズミは，感染後55日から62日に剖

検されたのに対し，この実験の鼠は65日および70日後にその全てが，剖検されたことに帰因す

るものと考えられる．すなわち虫延腫が認められる場合，その形成後の早い時期に鼠を剖検す

れば両種の虫体が虫哀腫内から回収されるであろう．しかし今回のように虫巌腫内にはミヤザ

キハイキュウチュウが,また胸腔内にはオオヒラハイキュウチ４ウが見出されたという事実は，
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両種肺吸虫の種的差異を示すことも考えられるので，さらに検討を要する．初鹿ら(1962)は

ミヤザキハイキュウチュウによる動物実験を試み，異種間における混合感染についても検討し

ている．すなわちミヤザキハイキュウチュウと，Iウェステル々ンハイキュウチュウのメタセル

カリ,アを，それぞれ５個ずつ合計10個をネコに経口投与している．その結果は同種の虫体によ

る虫襲腫は認められたが，異種による虫朧腫は見出されず，互いに桔み分けの現象を呈してい

たという．しかしオオヒラハイキュウチュウのメタセルカリア２個と，ミヤザキハイキュウチ

ュウのそれを６個，合計８個による混合感染を試みたネコでは，両種肺吸虫の各１個体が寄生

した１個の虫朧朧を認めたという．また波部・浜島(1971)は熊本県天草産のネコＩ頭に肺吸虫

の混合感染を認めている．それによると，１個の虫朧腫ではウェステルマンノ.ヽイキュウチュウ

Ｉ個体が，また他の１個の虫哀腫ではミヤザキハイキュウチュウ２個体か見出されたという．

　今回，オオヒラハイキュウチュウとウェステルマンハイキュウチュウのメタセルカリア１個

ずつ合計２個を，８頭のイヌに経口投与･したところ，そのうちの２頭において両種の虫体によ

る感染が成立した．しかし宿主の肺臓に虫哀腫は全く認められず，虫体は胸腔に遊離してい

た．回収された両種肺吸虫の発育状況を観察したところ，オオヒラハイキュウチュウは充分に

成熟し，子宮内には多数の虫卵が認められた．しかしウェステルマンハイキュウチュウ(Fig･

19）は，感染後80日を経過していたにもかかわらず，小形で未成熟のままであった．この虫体

では，卵巣や精巣は成虫に近い形態を示し子宮も完成しつつあったか，子宮内虫卵は全く見出

されなかった．
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Figure 19. Immature ？. western。li ob!ained from ａ dog fed

　　　　　　　　orallywith one metacercaria each of both /）.助詞7j

　　　　　　　　andp. we∫なrmaiii(scale:　I mm).

　これらの結果は肺吸虫における種間の関係，なかでもその類縁の親疎について極めて興味あ

る示唆を与えるものと考えられる．すなわち虫衰腫形成の面からみれば，汽水産の中間宿主を
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保有するオオヒラハイキュウチュウと，淡水産のそれを有するミヤザキハイキュウチュウは，

互いに強い種間の親和性を示すものと思われる．しかし同じ淡水産の中間宿主を持つウェステ

ルマンハイキュウチュウと，ミヤザキパイキュウチュウは互いに親和性を示さないようであ

る．またウェステルマンハイキュウチュウと，オオヒラハイキュウチュウの間にも同様なこと

がいえよう．以上の知見は生理・生態学的に肺吸虫の種間関係を示すものであり，肺吸虫にお

ける類縁を検討する上でも興味ある示唆を与,えるものと考えられる．

　Ｓ．宿主寄生体関係からみた肺吸虫属２種の種的差異

　すでにオオヒラハイキュウチュウならびにミヤザキハイキュウチ４ウの分類，形態および生

態については，先人による多くの研究成果がみられる．それによると，肺吸虫の主な分類学的

特徴とされている卵巣，皮韓および虫卵の形態は，両種それぞれの肺吸虫によって異なること

か知られている．すなわち，卵巣は両種ともに比較的複雑な形態を示すが，オオヒラハイキュ

ウチュウにおいて一層複雑である．また皮鯨はオオヒラハイキュウチュウで群生しているのに

対し，ミヤザキハイキュウチュウでは単生している．さらに虫卵においては，卵殻の肥厚状況

や最大幅部の位置が，両種によって異なることか明らかにされている．一方，後述するように

生態学的には，オオヒラハイキュウチュウは汽水産の貝やカニを，またミヤザキハイキュウチ

ュウは淡水産のそれらを，それぞれ第１，第２中間宿主としている．また両種肺吸虫の終宿主

としては，真獣下綱Eutheriaに属する超歯目Rodentiaのネズミ亜目，仙蹄目Artiodactylaの

イノシシ亜目Suinaおよび食肉目Cainivoraの裂脚亜目Fissipediaに所属している動物かそ

れぞれ記録されている．そこで，この研究では従来の報告あるいは今回得られた知見に基づい

て，宿主寄生体関係の面から，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウの種的

差異を比較検討してみたい．

　1)終宿主特異性

　オオヒラハイキュウチュウの自然終宿主としては，ハタネズミ，ドブネズミ，ブタＳｕｓ ｓｃｒofｔ

Linnaeus,イタチＡ知加Γα冠加r訟z Pallas, イヌＣａｒｄｓｆａｍｉｌｉａｒiｓLinnaeus,タヌキＮｙｃtｅｒｅｕtｅｓ

μａり凹政治(Grey)およびニホンアナグマＡ売臨meles anakuma Ten！minckなどが報告されてい

る(宮崎・池田, 1952 ； 加藤, 1953 ； 横川ら, 1957a, b, c;宮本, 1961).･また実験的にはゴ

ールデンハムスター，ハツカネズミ，ダイコクネズミ，テンジクネズミ，ウサギ　Ｏｒｙｃtｏｌａｅｕｓ

じ･面白山s domes庇直(Gmelin),ニホンイノシシＳｕｓ ｓｃｒｏｆａtｅｕｃｏｍｖｓlaχ(Temminck et Schlegel),ブ

タ，イタチ，イヌ，ネコ，タヌキの日種加終宿主になりうる(宮崎, 1939, 1940, 1946 ； 万納

寺, 1952 b; 宮崎ら, 1954).　ただし，テンジクネズミとウサギでは発育速度が遅く，とくに

前者では成熟したものが極めて少なかったという．一方，ミヤザキハイキュウチュウでは，ニ

ホンイノシシ，イタチ，テンMaries melampus (Wagner),イヌ，ネコ，ニホンアナグマか自然

界における終宿主とされている(西田・初鹿, 1960 ；ぞ内ら, 1961: Kamo et al., 1961;加茂

ら, 1961 a， b, 1953, 1965 ； 石井・浜島, 1962 ； 宮崎, 1962 ； 片峰ら, 1962 ； 西田ら, 1964 ；

浜島・宮崎, 1968 ； 波部・浜島, 1971 ；波部・野田, 1972).　また実験感染か成立した終宿主

としては，ゴールデンハムスター，ハツカネズミ，ダイコクネズミ，テンジクネズミ，ウサ

ギ，イヌ，ネコが知られている(Ｋａｍｏｅ.l al･, 1961;横川ら, 1964 a， b;川島ら, 1966 a， b;

初鹿, 1967 ； 吉田, 1970).しかしゴールデンハムスター，ハツカネズミ，テンジクネズミお

よびウサギでは，虫休の成熟は認められていない．

　以上述べたように，オオヒラハイキュウチュウあるいはミヤザキハイキュウチ.ユウの終宿主

は，種々の哺乳動物に及んでいるが，一般に前者はネズミ科のものに対して強い親和性を示し
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ているのに反し，後者ではそれが弱い傾向にある．このことは，実験的にも立証され，多田

(1969)は宿主適合性の指標として，ダイコクネズミに実験感染を試みると，ミヤザキハイキ

ュウチュウは中等度，オオヒラハイキュウチュウは最も強い親和性を有すると指摘している.

　この実験では，オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリアを，ネズミ科の８種とテンジク

ネズミ科の１種合計９種の動物に経口投与したところ，これらの宿主で得られた感染率は33～

100％，虫体の回収率は3.3～66.7％であった．同様にミヤザキハイキュウチュウを経口投与さ

れたネズミ科の７種とテンジクネズミ科のＩ種，合計８種の動物では，それら宿主の感染率は

17～100％，虫体の平均回収率はO～45.3％であった．したがって，両種肺吸虫による宿主の

感染率や虫体の回収率は，いずれもオオヒラハイキュウチュウにおいて高い傾向にあり，この

肺吸虫は供試鼠類に対して強い親和性を示すことが知られた．

　宿主の肺臓に虫哀腫が認められたクマネズミ扁の３種鼠類における虫哀腫数や，虫哀腫内の

寄生虫体数について比較検討した．この場合，オオヒラハイキュウチュウおよびミヤザキハイ

キュウチュウのいずれにおいても，メタセルカリアを20個ずつ経口投与された鼠を対象とし

た．これらの鼠において，投与メタセルカリア数に対する虫哀願数，ならびに虫哀腫内の寄生

虫体数の比率を算出した．その結果，オオヒラハイキュウチュウに感染した･クマネズミでは，

投与メタセルカリア数に対する虫哀腫数の比率は60: 1，また虫嚢朧内の寄生虫体数の比率は

30: 1であった．以下，同様に算出すると，ドブネズミではそれぞれ5.1: I， 2.2: 1， ダイ

コクネズミでは３．３： １，１．８：１であった．一方，ミヤザキハイキュウチュウに感染したクマ

ネズミでは，それぞれの比率が60: 1， 30: 1，ドブネズミでは4.7: I， 2.1: 1， ダイコク

ネズミでは９．１： 1 , 4.7：１であった．これらの比率はその値が小さくなるほど，虫哀腫数や

寄生虫休数は多くなる．そこで，これらの比率を比較すると，クマネズミおよびドブネズミで

は大差は認め難いが，ダイコクネズミでは，いずれの値もオオヒラハイキュウチュウにおいて

小さくなっている．また上記鼠類の肺臓に虫哀腫がみられた時期に，宿主の胸腔内に遊離して

見出された虫体数は，一般にミヤずキハイキュウチュウにおいて多かった．これらの事実は，

オオヒラハイキュウチュウに対する鼠類の親和性か，ミヤザキハイキュウチュウに対するそれ

よりも強いことを示唆している．

　オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウの発育については，川島ら(1966 a）

や多田(1969)によって比較検討されている．それによると，両者は後者に比較して性的な成熟

は速く，しかも同時期の虫体ではオオヒラハイキュウチュヴは，常に大きいことが知られてい

る，この実験で得られた数種鼠類における両種肺吸虫の発育は，川島ら(1966 a）や多田(1969)

による結果とほぽ一致した．すなわち，オオヒラハイキュウ子ユウに感染したテンジクネズミ

以外の供試動物では，虫体は感染30日前後にその子宮内に虫卵を有して成熟し，体長の増大も

比較的に急速であった．テンジクネズミにおけるオオヒラハイキュウチュウは，その体長の増

大かゆるやかであり，子宮内の虫卵は感染後94日に認められ，その発育は著しく遅延した．一

方，ミヤザキハイキュウチュウによる感染が成立し，しかも虫体の成熟がみられた供試動物に

おいては，感染50日前後に子宮内に虫卵が認められ，体長の増大もゆるやかであった．またハ

ツカネズミでは，ミヤザキハイキュヴチュウによる感染は成立したが，感染後65日を経過した

虫体においても，その生長はほとんど認められず，虫体長も著しく小さかった．さらにゴール

デンハムスターでは，ミヤザキハイキュウチュウは比較的に順調な体長の増大を示したが，宿

主が感染の早期に死亡したため，その成熟をみるに至らなかったことが注目される．

　他方，肺吸虫の終宿主体内における移行経路の違いは，種的差異を示す一つの特徴とされて

いる．横川ら(1957d, 1964a)およびYokoｅａｗａ ｅtｄ･(1962)によれば，肺吸虫の種あるい
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は供試動物の種によって，虫体の移行経路には差異がみられるという．またオオ゛ピラハイキュ

ウチュウやミヤザキハイキュウチュワの移行経路については，とくに前者の肺吸虫で多くの研

究がなされている．それによると，丙種はともにその鼠感染においては，虫体は宿主の肝臓に

移行することが知られている．そこ,でこの実験では両種肺吸虫のメタセルカリアを，鼠の胸腔

内にそれぞれ移植したところ，両者間には著明な差が認められた．この場合，両種肺吸虫のメ

タセルカリアは，ともに鼠の胸腔内で脱襲しえた，しかし，その脱朧率はオオヒラハ･ｲ牛土ウ

チュウで高く，ミヤザキハイキュウ･チュウでは低いことが知られた．また移行経路の面では，

オオヒラハイキュウチュウは，その大部分が宿主の肝臓へ移行することなく胸腔にとどまり，

肺臓に虫襲腫を形成して成熟する傾向にあった．これに反し，ミヤザキハイキュウチュウで

は;そのほとんどが胸腔から腹腔へ移行して肝臓に穿入し，そこで一定の期間発育したのち，

再び胸腔へ移行して肺臓に穿入，虫朧腫内で成熟していた．これらの違いは，宿主の肝臓,に対

する両種肺吸虫の親和性の種的差異として重要であり，かつ宿主寄生体関係の面からも注目さ

れる．またオオヒラハイキュウチュウあるいはミヤザキハイキュウチュウのメタセルカリア

を，経口的にダイコクネズミに与えた場合，後者は前者よりも長期にわたって,･宿主の腹腔あ

るいは肝臓に見出されると多田(1969)は述べている．また同氏(1969)はこのような差は，

ダイコクネズミに対する宿主適合性の違いに関連するものと推定している．このことは，今回

得られたメタセルカリアの胸腔内への移植によっても裏付けられ，宿主適合性と宿主臓器に対

する肺吸虫の親和性との開には，密接な関係があるものと考えられる．

　近年，異種間での混合感染を試み，これによって肺吸虫の種間の関係を検討しようとする研

究がみられる．荒木ら（1970）はダイコクネズミを用いて，オオヒラハイキュウチュウとミヤ

ザキ･ハイ.キュウチュウの間で，混合感染を試みたところ，異種間での虫朧種形成が認められた

ことを報じている．このことは，本実験におけるダイコクネズミでも同様で，･宿主の肺臓には

　４　　　　　　　　　　ａ　　〃典型的な虫朧腫がみられた．しかし，この場合，虫朧腫形成に関与したと考えられる両種肺吸

虫のうち，オオヒラハイキュウチュウは胸腔に遊離して見出される傾向にあり，このことが両

種の種的差異によって生じたものかどうかは，さらに検討されなければならない．一方，この

実験で行なったイヌにおけるオオヒラハイキュウチュウと，ウェステルマンハイキュウチュウ

による混合感染では，いずれの種の肺吸虫も胸腔に遊離して見出され，宿主の肺臓に虫責腫は

全く認められていない．しかもこの場合，前者の肺吸虫は成熟していたのに対し，後者のそれ

は未成熟のままであったことか注目される．また初鹿ら(1962)によれば，ネコに感染させた

ミヤザキハイキュウチュウとウェステルマンハイキュウチュウの間においても，虫朧腫はみら

れなかったという．このように，終宿主における肺吸虫の混合感染を試み，虫狐腫形成の成否

や虫体の発育，ひいては異種間での受精の有無などの点を追究することは，肺吸虫属における

種的差異を検討する上で意義あるものと考えられる．

　以上のように，オオヒラハイキュウチュウあるいはミヤザキクイキュウチュウは，それぞれ

の種に固有の自然終宿主ならびに実験的終宿主を保持している．また一般にオオヒラハイキュ

ウチュウは，自然界においては小型哺乳類であるネズミ類を宿主としているが，ミヤザキハイ

キュウチュウでは，この類のものでの寄生か認められず，イヌ，ネコなどの中型哺乳類を宿主

としている．また本実験に供試された数種鼠類に対する両種肺吸虫の感受性，なかでも虫体の

発育や移行面での差異か明らかにされたことは，宿主寄生体関係の面から興味深い．

　2）中間宿主特異性

　オオヒラハイキュウチュウが汽水産の中間宿主を，またミヤザキハイキュウチュウが淡水産

のそれを保有していることは先に述べたとおりである．すなわち，オオヒラハイキュウチュウ
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の生物学的特徴とされている第１中間宿主としては, IeI然界ではムシヤ‘ドリカワザンショウ

ｊ反面nea paり治，陶画a Kuroda,ヨシダカワザンシｊウ,ふｓｉｍｉｎｅａ ｙｏｓhidcりiikioiKurodaおよびサッ

マクリイロカワザンショウル叩臨面面a7面面(Pease) var.　が知られている(横川ら, 1958 a ；

吉田・宮本, 1959, 1960 ； 川島・橋口, 1971).　また実験的にはカワザンショウガイふsiminea Li･心

丿aponica von
Martens およびミヤイリガイＯｎｃｏｍｅtａｎｉａ hｕｂｅΓＩＳiｓｎｏｓｏｔｏｈｏｒａ(Robson)において，セ

リレカリアに発育することが証明されている(吉田・官本,1959 ； 川島・宮崎,1963).一方，ミヤ

ザキハイキ･ユウチュウの第１中間宿主としては，淡水産の微小な貝であるアキョシホラアナミ

ジッニナＢｙlhindla(訂�α) ≪#回心４句吋必･sis (Kurcda et Habe)およびホラアナミジンニナ

Ｂ到血出la (Moria)ｎｉｐｐｏｎｉｃａMoriにおいて自然感染が認められ(初鹿ら, 1966 ； 加茂ら, 1967),

実験的にも前者の貝でセルカリアになりうることか証研ざれている(橋［l・宮崎, 1968 a]･

また，第２中間宿主についてみると，オオヒラハイキュウチュウでは，ベンケイガエ，クロベ

ッケイＳｅｓａｒｍａ(Holometopus)　ｄｅｈａａｎｉH. Milne Edwards,アカテガユＳｅｓａｒｍａ(Ｈｏtｏｍｅtofiｕｓ)

ｈａｅｍａtｏｃｈ冷(dqHaan),アシハラガユＨｅｌｉｃｅ Ｉｒｉｄｅｗtｒidenｓde Haan およびハマガユＣｈａｓｍａ　-

gnaihv∫cotiveズus de Haaiiの５種が報告されている‥(宮崎, 1939 ； 万納寺, 1952 a).　これに対

し，ミヤザキハイキュウチュウでは，サワガユ１種が知られている(Ｋａｍｏｅｌ ａｌ･,1961).　こ

のように，両種の肺吸虫はそれぞれ種特有の第１，第２中間宿主を保持しているか，その保有

数はいずれの中間宿主においてもオオヒラハイ矢ユウチュウで多くなっている．

　肺吸虫についての種間の関係あるいは類縁関係を論ビだ研究は，今までのところほとんどみ

られないといってよい．ただ，肺吸虫の第２中間宿主について検討した加茂(1967)の報告か

おるにすぎない．すなわち，加茂(1967)は淡水産のサワガエを全ての肺吸虫の基本的(歴史

的に)な中間宿主と考えたいと述べている．また同氏(1967)･はどのカニが平野部ではモクズ

ガニに，ついでアメリカザリガユProca周加rus clarkiぺGiiard)に，河口部ではクロベンケイ，

アシハラガエおよびベンケイガエにとって変えられたのではないかと報じている．このような

見解に対し，後述するような㈱吸虫での実験結界ならのとカニ類での研究結果から，肺吸虫の

先祖型はむしろ汽水産の貝やカニを中間宿主とする種ではなかったかと推定される．すなわ

ち，ミヤザキハイキュウチュウの第１中間宿主アキ尹シホラアサミジンニナに，オオヒラハイ

キュウチュウ，ミヤザキハイキュウチュウおよぴウ‰ステルマンハイキュウチュウのミラシジ

ウムを，それぞれ実験的に感染させた．その結果，ミヤザギハイキュウチュウがセルカリアに

到達したことは勿論，オオヒラハイキュウチュウにおいても第1'代レジアまで発育が進んだ．

これに反し，ウユステルマンハイキュウチュウでは全く感染例はみられなかった(橋口・宮崎，

1968 a， b, d).　オオヒラハイキュウチュウは，もともと汽水産の中間宿主を保有しているが，

前述したようにミヤイリガイにおいてはセルカリ了に発育している'(川島・宮崎, 1963).　こ

のように，淡水産のアキョシホラアナミジンニナやミヤイリガイと，オオヒラハイキュウチュ

ウの間で親和性を有していることは，この肺吸虫が淡水性の方向にも広く適応していく可能性

を示唆しているものと考えられる．　　　　　　　　'‘

　オオヒラハイキュウチュウと形態学的には，幼虫期および成虫期を通して極めて区別か困難

とされているサドハイキュウチュウは，淡水産の貝やカニを中間宿主としている(川島ら，

1967 ； 浜島ら, 1968).また成虫においては，オオヒ,ラパイキュウチュウとの識別が困難とさ

れているコガタオオヒラハイキュウチュウではレその中間宿主は日本では汽水産の貝やカニで

あるが，合湾では淡水産のそれらか中間宿主になうている(Habe and Miyazaki, 1962; Miya-

zaki and Chiu, 1962).　このように，形態学的にはオオヒラハイキュウチュウと近似のサドハ

イキュウチュウや，コガクオオヒラハイキュウチュウが，淡水産の中間宿主を保有していると
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いうことは，肺吸虫の種間関係や類縁関係を考える上で極めて興味深い.

　また，甲殻類なかでもカニ類や，貝類を中心に研究を試みたPearse(1916, 1927, 1929, 1931)

によれば，これらの動物は海から汽水，淡水そして陸へ移行したという．同様な研究は橋口・

三宅(1967)により，オオヒラハイキュウチュウやコガタオオヒラハイキュウチュウの第２中

間宿主であるベンケイガエ類についてもなされている．すなわち，福岡市の多々良川にはこの

類の数種がみられるが，これらのカニのなかには，塩分濃度が比較的高い海岸近くの汽水域を

好んで生息する種と，上流の淡水域を好む種の両方がみられ，後者の種の分布および生息状況

は，汽水から淡水への移行を示唆するものと考えられる．　　　　　．

　以上のような観点から，貝類やカニ類を中間宿主としている肺吸虫も，汽水から淡水へ移行

していった動物ではないかと考えられる．しかし肺吸虫の種間関係や類縁の親疎を論ずるに

は，さらに多くの資料が必要であり，これらの問題についての解明は今後の研究に僕たねばな

らない．

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ●　要　　　　　　約

　鼠類と肺吸虫の宿主寄生体関係について，以下に述べるような観点から追究した．すなわ

ち，I）野鼠を含む数種の鼠類にオオヒラハイキュウチュウと，ミヤザキハイキュウチュウの

メタセルカリア複数個を実験的に経口投与,した．その後，これら２種に対する鼠類の感受性

を，虫体の寄生状況，回収率および発育や宿主の感染率および生死などの点を指標に検討し

た．　また，この実験で得られた結果に基づき，宿主寄生体関係からみた供試鼠類の分類学的側

面に若干の考察を加え，またその生態を論じた.2）供試動物のなかから２極の肺吸虫の好適

および非好適宿主として，ダイコクネズミとハツカネズミを選び，これらの鼠の胸腔内にオオ

ヒラバイ｀キＪウチュウとミヤザキハイキュウチュウのメタセノトカリアをそれぞれ移植した．こ

の場合，両種肺吸虫の終宿主体内における正常な移行経路である肝臓を重視し，この臓器への

移行の有無から臓器特異性を論じ，さらに虫体の発育についても比較検討した.3）肺吸虫の

単数感染（Ｉ種メタセルカリアをＩ個経口投与,）および両種肺吸虫による混合感染（２種メタ

セルカリアを１個ずつ経口投与,）を試みた．この実験では虫体の移行および発育，宿主肺臓に

おける虫朧腫形成の成否，虫卵の孵化能力などの点について複数感染の場合と比較検討した．

また異種の混合感染における虫貴腫形成や虫卵の孵化能力を追究し，得られた結果や肺吸虫の

中間宿主，終宿主に関する知見に基づいて種的差異を検討した．

　供試動物としてはゴールデンハムスター，スミスネズミ，ヒメネズミ，アカネズミ，ハツカ

ネズミ，クマネズミ，ドブネズミ，ダイコクネズミおよびテンジ・クネズミが用いられた．また

オオヒラハイキュウチュウのメタセルカリアはクロベンケイから，ミヤザキハイキュウチュウ

のそれはサワガニから，それぞれ分離された．これら２種のメタセルカリアを実験計画に従っ

て，経口投与･または鼠の胸腔内に移植した．得られた結果は次のとおりである.

　I）供試された全ての動物において，オ永ヒラハイキュウチュウの成熟が認められた．この

ことから，供試鼠類はいずれもオオヒラハイキュウチュウに対して感受性を示すことが明らか

である．しかしテンジクネズミでは虫体の発育は著しく遅延した．これはテンジクネズミが他

の供試鼠類と亜目を異にしている点と考え合わせ，この動物と肺吸虫の宿主寄生体関係という

面から興味深い･

　2）オオヒラハイキュウチュウの感染によって，宿主の肺臓に虫朧腫が認められた動物は，

クマネズミ属のクマネズミ，ドブネズミおよびダイコクネズミである．残りの６種動物ではこ

れが全く認められず，感染経過中に宿主は死亡していく傾向にあった．しかしテンジクネズミ
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の場合は，死因がこの肺吸虫の感染によるものかどうか明.らかてはない･

　3）一方，ミヤザキハイキュウチュウでは，ヒメネズミ，クマネズミ属の鼠類およびテンジ

クネズミにおいて虫体の成熟が確認され，クマネズミ属の鼠では宿主の肺臓に虫嚢腫がみられ

た．ところがゴールデンハムスターとハツカネズ光では，この肺吸虫が成熟しえないばかり

か，宿主は死亡する傾向にあった．とくにハツカネズぐにおいては虫体の発育か著しく抑制さ

れ，感染後65日を経過しても虫体は小形のままであった．　このことは非好適宿主における虫体

の運命，ひいては宿主寄生体関係という面から極めて興味深い事実である．なお，テンジクネ

ズミにおいても死亡する宿主が見出されたが，ぐの場合の死因1は不明であった.

　４）丙種肺吸虫による宿主動物の感染率は,jドブネズミ,とダイコクネズミにおいて共に

100％，クマネズミでは両種の肺吸虫による感染率は共にj3％であった．しかし他の供試勁物

では，いずれの宿主においてもオオヒラハイキュウチュウの方が，ミヤザギハイキュウチュウ

よりも高い感染率を示した．このことはオオヒグハイギュウチュウに対する供試鼠類の感受性

が，ミヤザキハイキュウチュウに対するそれよりも強いことを示唆している．また，この場

合，ミヤザキハイキュウチュウでは鼠類の種による感染の違いが著明であった．すなわち，供

試鼠類の種ごとにその感染率および虫体の回収率をみると，ゴーソレデンハムスターではそれぞ

れ100％，17.9％，ヒメネズミ50％,2.9％，アカネズミO％，･O％，ハツカネズミ89％，16.7％，

クマネズミ33％，5％，ドブネズミ100％，4513‰　ダ･イコクネズミ100％，28.3％，テンジ

クネズミ17％，1.7％であった．このことは，ミヤザキハイキュウチュウに対して鼠類は種に

より，その感受性を著しく異にしていることを示唆している･

　5）以上の結果に基づいて，両種の肺吸虫に対する供試鼠類の宿主適合性を検討した．この

実験に供試された動物のうち，オオヒラハイキュウチュウとミヤザキハイキュウチュウの両種

に対して，適合性を有する宿主はクマネズミ属め鼠類である.とい=える．しかしクマネズミ属に

おいても，両種の肺吸虫に対する宿主適合性には差異がみられ，それはオオ七ラハイキュウチ

ュウに対して強い傾向にあった．またクマネズミ属のクマネズよミは同属のドブネズミやダイコ

クネズミに比較して，両種の肺吸虫に対する適合性が弱いようである．オオヒラハイキュウチ

ュウは他の全ての鼠類においても成熟しえた．　しかしこれらの宿主では肺臓に虫嗇腫は認め

られず，宿主は感染経過中に死亡した，これらのことから，ゴールデンハムスター，スミスネ

ズミ，ヒメネズミ，アカネズミ，ハツカネズミおよびテンジクネズミは，この肺吸虫に対して

適合性を示さないものといえる．またミヤザキハイギｊ.ウチュウの感染によるヒメネズミにお

いても同様なことがいえ，テンジクネズミでは虫嗇腫が認められなかったことから，やはり宿

主適合性を示さないといえる．さらにミヤザ午ハイレキュウチュウに感染し右ゴールデンハムス

ターおよびハツカネズミでは，虫体は未成熟であったこと,.宿主は感染経過中に死亡したこと

などから，宿主適合伯は極めて低いものと考えられる.　　　‥

　6）鼠類と肺吸虫の宿主寄生体関係から，鼠類の分類学的側面について若干の考察を行なっ

た．この場合には実験的な宿主として供試される動物が，比較的高い感受性を示す寄生虫を用

いるのが好･都合である．したがって，この研究では主としてオオヒラハイキュウヂjユウにおい

て，得られた結果から鼠類の分類学的側面に言及した．供試動物のうちゴールデンハムスター

は，従来，ネズミ科のキヌゲネズミ亜科に所属しているにところがこの亜科をキヌゲネズミ科

に昇格させ，従来のネズミ科をキヌゲネズミ科とネズミ科に分けよう｀とする試みがみられる

(Simpson, 1945).　これに対して従来の分類法を支持し，ネズミ科を上記のように２つに分離

すべきではないという意見もみられる(EUerman and Morrison-Scott･1951).そこで宿主寄生

体関係の面から，この問題を検討した．ゴールデンハムズタＴに･おけるオオヒラハイキュウチ
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ユウの実験感染では，感染率，回収率，虫体の発育状況および宿主の死亡などの点で，ハタネ

ズミ亜科のスミスネズミやネズミ亜科のヒメネズミ，アカネズミおよびハツカネズミにおける

結果とほぽ一致した．したがって，これらの宿主寄生体関係からみれば，キヌゲネズミ亜科を

科に昇格させることに反対するEllerman and Morrison-Scott の見解に一致した結果が得られ

たといえる．またテンジクネズミでは，オオヒラハイキュウチュウの発育は他の鼠類でのそれ

と著しく異なり，遅延する傾向がみられた．これは他の供試鼠類がネズミ亜目に所属している

のに対し，テンジクネズミ’がヤマアラシ亜目に属していることに関連しているものと考えられ

る．　このように宿主動物の亜目レベルでの違いが，虫休め発育における差異として現われたこ

とは，宿主寄生体関係の面から興味深い．　さらに，鼠類の種的差異は宿主寄生体関係における

違いとして現われることから，これを指標に鼠類の分類学的側面に言及するこ,とは，ある程度

可能であることが知られた.

　･ﾌ）一方．鼠類の生態を宿主寄生体関係の面から検討してみると，肺吸虫に対する宿主勁物

の感受性とその生態－とくに鼠類の生息場所および食性－の間には密接な関係がみられる．す

なわち，肺吸虫に対して感受性を示す動物であっても，その動物が第２中間宿主であるカニ類

と生息場所を同じくし，しかもカニ類を捕食しなければ，感染の機会はありえない．これらの

観点から，野生の供試鼠類について感染の機会を検討した．その結果，オオヒラハイキュウチ

ュウによる,感染の可能性は，アカネズミおよびクマネズミにおいて認められた．しかし自然終

宿主として記録されているハタネズミに近縁のスミスネズミでは，虫体は充分に成熟しえた

か，この鼠の生態から判断して感染の機会はないものといえる．またドブネズミはオオヒラハ

イキュウチュウの自然終宿主であるか，この動物における実験結果や生態から考えて，これは

当然のことと考え,られる．一方;　ミヤザキハイキュウチュウによる感染の機会は，虫体の成熟

が確認されたヒメネズミにおいてはありうると考えられる．しかしアカネズミでは実験感染が

全く成立しなかったことから，この鼠とミヤザキハイキュウチュウが，たとえ接触しても感染

の可能性はないものといえよう．クマネズミとドブネズミにおいては，ミヤザキハイキュウチ

ュウは成熟し，宿主の肺臓に虫嚢腫も形成された．したがって，これらの鼠では，その生態か

ら考えてミヤザキハイキュウチュウに感染する機会はあるものと推察され，とくに後者の鼠に

おいてその可能性は強いといえる.

　8）両種肺吸虫のメタセルカリアを，ハツカネズミとダイコクネズミの胸腔内にそれぞれ移

植した．その結果，オオヒラハイキュウチュウはいずれの鼠においても，ミヤザキハイキュウ

チュウより高い脱朧率を示し，よく感染した．またメタセルカリアの脱朧経過をみると，ミヤ

ザキハイキュウチュウでは，オオヒラハイキュウチュウよりかなり遅れて脱嚢することか知ら

れた．これらの脱嚢率や脱朧時間の違いは，それぞれの肺吸虫に対する宿主感受性の差異に関

連するものと考えられる．すなわちオオヒラハイキュウチュ･ウに対して，鼠類は強い感受性を

示すことが胸腔内移植によっても立証され，その感受性はまた鼠の種にﾆよっても異なるもので

あることが明らかにされた.

　9）ハツカネズミおよびダイコクネズミの胸腔に移植されたオオヒラハイキュウチュウで

.は，その大部分が宿主の腹腔へ移行して肝臓に穿入することはなく，胸腔にとどまる傾向がみ

られたごその後，ダイコクネズミでは移植後17日から肺臓に虫朧腫が認められ，虫体は25日以

降成熟に向かった．しかしハツカネズミでは虫嚢腫は見出されず，虫体は胸腔に遊離し，移植

31日後の個体では子宮内虫卵が認められ成熟していた.

　10）しかし，ダイコクネズミの胸腔に移植されたミヤザキハイキュウチュウは，その多く

が腹腔へ移行して肝臓または腹壁筋に穿入した．とくに移植後16日および18日り全ての虫体は
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腹腔，肝臓および腹壁筋から回収され，胸腔や肺臓では虫体は全く見出されなかった．移植20

日以後には，虫体は再び宿主の胸腔へ移行，30日後では肺臓に虫襲腫が認められた．また子宮

内虫卵は移植後55日の虫体において初めて認められた.

　11）またミヤザキハイキュウチュウにとっては，非好治宿主と考えられるハ’ツカネズミで

の胸腔内移植では，虫体の移行はダイコクネズミの場合とほぽ同様な傾向にあった．しかしダ

イコクネズミにおける結果と比較して虫体の腹腔への移行は不鮮明であり，虫体は移植後３日

か･ら70日の間にほとんど生長しなかったことが注目される.

　12）以上の結果から，ミヤザキハイキュウチュウはハツ･カネズミやダイコクネズミの肝臓

に対する臓器特異性が，オオヒラハイキュウチュウに比較して極めて強いということが判明し

た．　また，その臓器特異性は鼠類の種によ｀つても違いがみられ，とくにダイコクネズミにおい

てミヤザキハイキュウチュウの臓器特異性は強い傾向にあった．オオヒラハイキュウチュウの

移植による結果は，この肺吸虫の成熟にとって必ずしも宿主の肝臓への移行を必要としないこ

とを示唆するものと考えられる.

　13）オオヒラハイキュウチュウおよびミヤザギハイキュウチュウの単数感染では，ダイコ

クネズミの肺臓に虫嚢腫は認められず．虫体は胸腔に遊離して成熟しうることが確認された.

　14）単数感染におけるオオヒラハイキュウチュウめ移行や発育は，上記の虫嚢腫がみられ

なかったこと以外には，複数感染の結果とほぽ一致することか知られた.

　15）単数感染で得られたオオヒラハイキュウチュウの虫卵について孵化実験を試み，ミラ

シジウムの形成を観察した．その結果，ミラシジウム形成率はO～4.40％であり，複数感染

（メタセルカリア30個投与）での結果55.23～94.33％に比較して著しく低かった．単数感染に

よる虫体についての組織学的な観察では，卵子形成および精子形成‘が認められ，貯精嚢内にも

精子が充満していた．これらの実験結果においても，オオ｀ヒ’ラハイキュウチュウの単数感染に

おける虫体の受精機構については，なお明らかではないレしかし，この肺吸虫では自家受精よ

りも他家受精の方が主であるということはいえる．ミヤザキハイキュウチュウの単数感染によ

る虫体では産卵数が少ない傾向にあり，虫卵の孵化能力について充分な検討はできなかった

が，培養された虫卵でのミラシジウム形成率はＯであった.

　16）両種肺吸虫による混合感染では，宿主の肺臓に典型的な虫嚢腫が認められた．しかし

虫嚢腫が形成された後に，オオヒラハイキュウチュウは胸腔内へ遊離する傾向がみられ，嚢内

にはミヤザキハイキぷウチュウが認められた．ま^だ虫嚢腫内に両種の肺吸虫が寄生していた

例，両種のうち虫嚢腫内にミヤザキハイキュウチュウだけが見出され，他の虫体は回収されな

かった例，さらに虫嚢腫内には虫体が全く認められなかった例などが観察された．混合感染が

成立した鼠における虫体の.虫卵では，ミラシジウム形成率はオオ≒ラハイキュウチュウの楊合

o～1.12％，ﾐ‘ヤザキハイキュウチュウの場合Ｏ％であった．このように混合感染による虫卵

においても，そのミラシジウム形成は単数感染でのそれどほぽ同様な傾向にあった.

　17）イヌにおけるオオヒラハイキュウチュウとウｊ.ステルマンハイキュウチュウの混合感

染では，宿主の肺臓に虫嚢腫は全く見出されなかった．また前者の肺吸虫は宿主の胸腔に遊離

して成熟していたが，後者の肺吸虫は感染後94日を経過していたにもかかわらず小形で来成熟

であった.

　18）オオヒラハイキュウチュウあるいはミヤザキハイキュウチュウの宿主に関する従来の

知見，ならびに本実験で得られた結果に基づき，宿主寄生体関係め面から両種肺吸虫の種的差

異を論じた．その結果，汽水産の中間宿主を保持するオオヒラハイキュウチュウと，淡水産の

中間宿主を有するミヤザキハイキュウチュウでは，宿主の差異は勿論，鼠類の感受性なかでも
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宿主肝臓に対する親和性は，著しく異なることか判明した．また，オオヒラハイキュウチュウ

と形態学的に近縁な種と考えられている後記２種のうち，サドハイキュウチュウでは，その中

間宿主は淡水産の動物である．他方，コガタオオヒラハイキュウチュウでは，汽水産と淡水産

の両方が知られている．これらの事実や中間宿主となっている貝類およびカニ類での研究成

果から推測すると，肺吸虫の先祖型は汽水産の中間宿主を有していた種ではないかと考えられ

る．　しかし肺吸虫の種間関係や類縁関係について論じるには，さらに多ぐの資料を必要として

おり，これらの問題についての解明は今後の研究に侯つところが大きい．
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