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タケノコメバル好中球の形態学的および細胞化学的特徴

近藤昌和T，安本信哉，高橋幸則

Morphological and Cytochemical Characteristics of Neutrophil 
from Oblong Rock且shSebastes oblongus 

Masakazu Kondo r ， Shinya Yasumoto and Yukinori Takahashi 

Abstract : Morphological and cytochemical characteristics of neutrophil in the oblong rockfish 

Sebastes oblongus were巴xaminedby light microscopy. Two types of granules， chromophobic 

granule (sG) and basophilic granule (yG) were observed in the neutrophil. The sG contained 

rod-shaped central cor巴 (RCC)which was stained purple with Giemsa and peroxidase (PO) 

negative. Surrounding part of RCC (substance of sG) was not stained with Romanowsky-

type stain and PO positive. The yG was stain巴dlight blue with May-Grunwald (MG) and MG-

Giemsa， but not stained with Giemsa. 

Key words : oblong rockfish， Sebαstes oblongus， neutrophil， morphology， cytochemistry 

緒面

著者らはこれまでに，多条件下 Romanowsky型染色評価

法 (Multipl巳Romanowsky-typeStain Valuation， MRSV)を各

種魚類の好中球に適応し，形態学的特徴を明らかにすると

ともに，細胞化学的特徴についても調べ，好中球頼粒の種

類や存在様式が多様であることを報告した 1-2九肉鰭綱肺

魚亜綱のアフリカハイギョ Protopterusannectensでは染色

条件の違いによって種々の染色性を示す汎染色性頼粒の

みが認められるが 18)，魚類を含む脊椎動物の原始の系統

の現生種であるヌタウナギEptatretusburgeriや，条鰭綱の

中で最も早期に出現したとされる腕鰭亜綱ポリプテルス自

のビキールPolypterusendlicheriおよび種々の真骨魚類(条

鰭綱)では好中球頼粒は好酸生(好エオシン性)頼粒 (α頼

粒)，難染性頼粒(戸頼粒)および、好塩基性頼粒 (y頼粒)の

組み合せからなる 1-17.19-26)。α頼粒は MRSVによる染色特

性 (MultipleRomanowsky-type Stain Characteristics， MRSC) 

の違いから 2種類に大別され刊， May-Grunwald (MG)染色

で染まるが， Giemsa染色では染色されない (MG十G-と表

記)α1頼粒と，両染色でともに染色される (MG+G+)α2頼

粒に分類されている 24，27)。また，染色性の違いから， y頼

粒は MG+G十のγl頼粒， MG-G十の y2頼粒およびMG+Gー

のゆ頼粒の 3種類に分類されている 26，27)。ヌタウナギの

好中球にはγl穎粒のみが観察されており叫，ビキールで

は，好中球に 2種類の α頼粒(αl穎粒， α2頼粒)と y2頼

粒が存在する 13)。一方，真骨魚類は α頼粒， s頼粒および

y頼粒の組み合わせの違いから 4群(1群， α頼粒十戸頼

粒十 y頼粒 II群， α頼粒+s頼粒 ;ill群， s頼粒のみ;

N群， s頼粒+y頼粒 )27)に大別され，さらに， α頼粒やy

頼粒の種類の違いによって複数の下位群に分類されている

27)。また，前報幻)において，好中球におけるペルオキシ

ダーゼ (PO)活性の局在部位の違いを“a と“b"で表し (a，
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。頼粒のみ;b， s頼粒と核)，下位群を表す大文字のアル

ファベットに続いて記すとともに， PO活性局在部位の違

いも群を下位群に分類する指標とすることを提案した。こ

の方法により，真骨魚類の I群は， α2穎粒， s頼粒およ

び、yl頼粒からなり PO活性が戸頼粒のみに認められる(以

後， α2sγlaと表記。以下，頼粒の存在様式を同様に略記。)

1 -Aa群(アジアアロワナ Scleropagesルrmosusl2l， ナイ

ルティラピア Oreochromisniloticus3，24l， マアジ Trachurus

japonicus25))と α2sy2aの 1-Ba群(ウナギ Anguilla

japonicaI5)， コイ Cyprinuscarpio1，2，24l， イサキParapristipoma

trilineatum4，24l， ブ リ Seriolaquinqueradiatal7l， カンパ

チ S.dumerilp5l， ヒラマサS.lalandp5))に分類される 2η。

E群は α2saの E ・・Aa群(トラフグ Takifu伊 rubr伊 's9l， ク

サフグ T.nijロhobles27l， カワハギ Stephanolepiscirrh件〆7))，

a2sbの n-Ab群(コモンフグ Tak.抑伊poecilonotus27))お

よび αlsaの n-Ba群(マダイ Pagrω majorI6))の三つの

下位群に分けられ 2η，m群は saのm-a群(ノーザンバ

イク Exoslucius11l， ブルーギル Lepomismacrochirus6l， ス

ズキLateolabraxjaponicus!O)， ヒラスズキ L.latus10l， メジ

ナ Girellapunctata5，7)， ヒラメ Paralichthysolivαceus7l， マ

コガレイ Pleuronectesyo加hαmae23l， マツカワ Verasper

moserP3))とsbのm-b群(アユ Plecoglossusaltiνelis8)， ボ

ラ Mugilcephalus20)， メナダ Chelonhaematocheilus21l， マ

ハ タ EpinephelusseptemfasciatusI9))に 27l， IV群は ylsa

の IV-Aa群(アカメ Latesjaponicus22))とy3saの IV-Ba 

群(カサゴ Sebastiscusmarmoratus26))に分類される 27)。

魚類における好中球頼粒の多様性を明らかにするため

に，カサゴと同様にカサゴ目フサカサゴ科メバル亜科

に属し，属がカサゴとは異なるタケノコメバル Sebastes

oblongusの好中球の形態学的および細胞化学的特性を調べ

たところ，既報の魚種とは染色性において異なる p頼粒と

y頼粒が認められたのでここに報告する。

材料および方法

吉見湾(下関市)で釣獲したタケノコメバル(体重約 80

g)を，水産大学校の飼育施設に搬入し，流水条件下で 1週

間以上飼育したのち実験に供した。飼育期間中は，市販の

配合飼料(マリン 6号，林兼産業)を適宜給餌した。なお，

実験時の水温は 23.0::1=1.0
0
Cであった。

血液塗沫標本の作製， MRSV (Table 1)および各種細胞化

学染色法は近藤・高橋町に従った。

結果

タケノコメバルの好中球には2種類の頼粒(s頼粒， y頼粒)

とY小体 9)が認められた (Fig.1)0 s頼粒は円形または卵円

形であり(長径1.5μm以下)，頼粒の中心に長径1.5μm以

下，短径 0.5μm以下の赤紫色を呈する梓状の芯(梓状中心

芯)が観察された (Fig.lA)。樗状中心芯の周囲にあたる戸

穎粒の実質は， MRSVのいずれの染色条件においても明瞭

な色調を示さなかった。 y頼粒は長径 0.3μm以下の円形ま

たは卵円形であった (Fig.1B)。梓状中心芯およびy頼粒の

MRSCをTabl巴2に示す。 Y小体は種々の形態(円形，卵円形，

梓形，コンマ形，三日月形，紐状)を示し， MRSVのいず

れの染色条件においても青色から淡青色を呈した。種々の

形態の核が偏在しており，三分葉状の分葉核も観察された。

S頼粒の梓状中心芯の MRSC

梓状中心芯は MG染色標本には観察されなかった。しか

し， Giemsa染色では，希釈液に蒸留水を用いた場合にのみ，

いずれの好中球にも赤紫色の梓状中心芯が多数認められた

(Fig. lA)。また， MG-Giemsa (MGG)染色では，希釈液に

蒸留水を用いた場合にのみ少数の好中球に赤紫色の梓状中

心芯が観察されたが，その数は少なく，小型であり，多く

の好中球では梓状中心芯は認められなかった (Fig.lB)。

γ頼粒の MRSC

y頼粒は M G染色では， MRSVのいずれの染色条件にお

いても淡青色を示したが， Giemsa染色標本には観察され

なかった (Fig.lA)。また， MGG染色ではMG染色と同様に，

淡青色を呈した (Fig.lB)。

細胞化学的特徴

タケノコメバルの好中球の細胞化学的特徴を Table

3に示す。アルカリ性フォスファターゼ (AIP)，酸性

フォスファターゼ (AcP)，αーナフチルアセテートエステ

ラーゼ (α-NAE)，αーナフチルブチレートエステラーゼ

(α-NBE)，ナフトール AS-Dクロロアセテートエステラー

ゼ(NASDCAE)はいずれも円形または卵円形(長径 0.3μm

以下)の陽性頼粒として観察され (Figs.2A-2E)，α-NBE陽

性頼粒は少数であったが，他の酵素陽性穎粒は多数認めら

れた。また， AIP染色の核染色に用いたサフラニン0によっ

て，梓状の陽性頼粒が多数観察された (Fig.2A)0 s-グルク

ロニダーゼは検出されなかった。 PO活性は円形または卵

円形の陽性頼粒(長径1.5μm以下)として多数観察された
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Table 1 Staining conditions of multiple Romanowsky-type stain valuation 

PN Condition1，2 PN 

MG  :DW 42 G 

2 : 5 mM PB， pH5.0 43 

3 : 5 mM PB， pH6.0 44 

4 : 5 IIホ，fPB， pH7.0 45 

5 : 5 mM PB， pH8.0 46 MGG 

6 : 1/15 M PB， pH5.0 47 

7 : 1/15 M PB， pH6.0 48 

8 : 1/15 M PB， pH7.0 49 

9 : 1/15 M PB， pH8.0 50 

10 G : DW， 1:20， 15 min 51 

11 : DW， 1 :20， 60 min 52 

12 : DW， 1:100，15 min 53 

13 : DW， 1:100，60 min 54 

14 : 0.5 mM PB， pH5.0， 1:20， 15 min 55 

15 : 0.5 mM PB， pH5.0， 1:20，60 min 56 

16 : 0.5 mM PB， pH5.0， 1:100， 15 min 57 

17 : 0.5 mM PB， pH5.0， 1:100，60 min 58 

18 : 0.5 mM PB， pH6.0， 1:20， 15 min 59 

19 : 0.5 mM PB， pH6.0， 1 :20， 60 min 60 

20 : 0.5 mM PB， pH6.0， 1:100，15 min 61 

21 : 0.5 mM PB， pH6.0， 1:100，60 min 62 

22 : 0.5 mM PB， pH7.0， 1:20， 15 min 63 

23 : 0.5 mM PB， pH7.0， 1:20，60 min 64 

24 : 0.5 mM PB， pH7.0， 1:100， 15 min 65 

25 : 0.5m孔1:PB， pH7.0， 1:100，60 min 66 

26 : 0.5 mM PB， pH8.0， 1 :20， 15 min 67 

27 : 0.5 mM PB， pH8.0， 1 :20， 60 min 68 

28 : 0.5 mM PB， pH8.0， 1:100， 15 min 69 

29 : 0.5 mM PB， pH8.0， 1:100，60 min 70 

30 : 1/150 M PB， pH5.0， 1:20， 15 min 71 

31 : 1/150 M PB， pH5.0， 1:20，60 min 72 

32 : 1/150 M PB， pH5.0， 1:100， 15 min 73 

33 : 1/150 M PB， pH5.0， 1:100，60 min 74 

34 : 1/150 M PB， pH6.0， 1 :20， 15 min 75 

35 : 1/150 M PB， pH6.0， 1 :20，60 min 76 

36 : 1/150 M PB， pH6.0， 1:100， 15 min 77 

37 : 1/150 M PB， pH6.0， 1:100，60 min 78 

38 : 1/150 M PB， pH7.0， 1:20， 15 min 79 

39 : 1/150 M PB， pH7.0， 1:20，60 min 80 

40 : 1/150MPB，pH7.0， 1:100， 15min 81 

41 : 1/150 MPB，pH7.0， 1:100，60min 

Condition1，2 

: 1/150 M PB， pH8.0， 1:20， 15 min 

: 1/150 M PB， pH8.0， 1 :20，60 min 

: 1/150 M PB， pH8.0， 1:100， 15 min 

:1/150M PB， pH8.0， 1:100，60 min 

: DW， 1:20， 15 min 

: DW， 1 :20， 60 min 

: DW， 1:100，15 min 

:DW，I:100，60min 
: 5 mM PB， pH5.0， 1:20， 15 min 

: 5 mM PB， pH5.0， 1:20，60 min 

: 5 mM PB， pH5.0， 1:100， 15 min 

: 5 mM PB， pH5.0， 1:100，60 min 

: 5 mM PB， pH6.0， 1:20， 15 min 

: 5 mM PB， pH6.0， 1 :20， 60 min 

: 5 mM PB， pH6.0， 1:100，15 min 

: 5 mM PB， pH6.0， 1:100，60 min 

: 5 mM PB， pH7.0， 1:20， 15 min 

: 5 mM PB， pH7.0， 1 :20， 60 min 

: 5 mM PB， pH7.0， 1:100ラ 15min 

: 5 mM PB， pH7.0， 1:100，60 min 

: 5 mM PB， pH8.0， 1 :20， 15 min 

: 5 mM PB， pH8.0， 1 :20， 60 min 

: 5 mM  PB， pH8.0， 1:100， 15 min 

: 5 mM PB， pH8.0， 1: 100， 60 min 

: 1/15 M PB， pH5.0， 1 :20， 15 min 

: 1/15 M PB， pH5.0， 1 :20，60 min 

: 1/15MPB，pH5.0， 1:100， 15min 

: 1/15MPB，pH5.0， 1:100， 60 min 

: 1/15 M PB， pH6.0， 1 :20， 15 min 

: 1/15 M PB， pH6.0， 1 :20，60 min 

: 1/15 M PB， pH6.0， 1:100， 15 min 

: 1/15MPB，pH6.0， 1:100， 60 min 

: 1/15MPB，pH7.0， 1:20， 15min 

: 1/15MPB， pH7.0， 1:20，60 min 

: 1/15 M PB， pH7.0， 1:100， 15 min 

: 1/15 M PB， pH7.0， 1:100，60 min 

: 1/15MPB，pH8.0， 1:20， 15 min 

: 1/15M PB， pH8.0， 1:20，60 min 

: 1/15MPB，pH8.0， 1:100， 15 min 

: 1/15MPB，pH8.0， 1:100， 60 min 

IMG， May-Grunwald stain (after fixation and staining for 5 min with MG concentrated-solution， the smear was stained again for 10 

min in MG diluted (1:1) with various solution); G， Giemsa stain (after fixation with absolute methanol for 5 min， the smear was 

air-dried and then stained with Giemsa diluted with various solution); MGG， May-Grunwald . Giemsa stain (after staining with MG 

stain， the smear was stained with diluted Giemsa solution); OW， distilled water; PB， phosphat巴buffer;1 :20 and 1: 100， dilution ratio 

(Giemsa:diluent); 15 min and 60 min， time ofGiemsa stain 

20iluent for Giemsa ofMGG stain were OW， 0.5 mM PB or 1/150 M PB. 

PN， preparation number. 
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大

A -・・園田
Fig. 1. Nelltrophil of oblong rock自shSebastes oblongω. MlIltiple 

ROl11anowsky-type stain. A， Giel11sa (PN=10); B， May-
Grlinwald . Giel11sa (PN=46); PN， preparation nlll11beJ 
(See Table 1). Note rod-shaped central core of s granllle 
in A (reddish pllrple) and basophilic granllle in B (light 
bllle). Arrowheads show Y-body. Bars=5μm. 

が (Fig.2F)，その中心には梓状の陰性部位が認め られた。

核にも PO陽性反応が検出された。

円形または卵円形の periodicacid Schiff反応 (PAS)陽性

頼粒(長径 0.3μm以下)が多数観察され，細胞質基質も

PAS弱陽性であった (Fig.2G)。いずれの PAS陽性部位も

ルアミ ラーゼ処理によって完全に消失した。 アルシアンブ

ルー染色では陽性部位は観察されなかった。 トルイ ジンブ

ルー (TB)染色によって，核が青染され， 種々の形態(円形，

卵円形， 梓形，コンマ形， 三日月形，紐状)を示す青色の

圃・圃・IC

D -・・・IF

、
.# 

~ 

G 

Fig. 2. Cytochemistry of neutrophil in oblong rockfish Sebastes 
oblongus. A， alkaline phosphatase (rod-shaped central 
core of s granllle is stained with nllclear stail司(safranine
0)); B， acid phosphatase; C，α-naphtyl acetate esterase; 
D，日-naphtylbutyrate esterase; E， naphthol AS-D 
chloroacetate esterase; F， peroxidase; G， periodic acid 
Schiff reaction; H， tolllidine blue in distilled water; 1， 
slldan black B. Arrowheads show Y-body. Bars=5 
トlm.bllle).Arrowheads show Y-body. Bars=5μ111. 

Table 2 SlIl11l11ary ofmultiple Romanowsky-type staining characteristics ofy granllle and rod-shaped central core (RCC) of 
s granllle in the nelltrophil of oblong rockfish Sebastes oblonglls 

Number Numbel Number Number 
PN PN PN PN 

RCC Y RCC Y RCC Y RCC Y 
十+ 22 43 64 十十

2 ++ 23 44 65 ++ 
3 ++ 24 45 66 ++ 
4 ++ 25 46 土 ++ 67 ++ 
5 十+ 26 47 土 ++ 68 ++ 
6 ++ 27 48 土 ++ 69 ++ 
7 ++ 28 49 士 ++ 70 ++ 
8 ++ 29 50 ++ 71 ++ 
9 ++ 30 51 ++ 72 十十

10 +十 31 52 ++ 73 ++ 
11 ++ 32 53 ++ 74 ++ 
12 ++ 33 54 十+ 75 ++ 
13 ++ 34 55 ++ 76 ++ 
14 35 56 ++ 77 ++ 
15 36 57 ++ 78 ++ 
16 37 58 ++ 79 ++ 
17 38 59 ++ 80 ++ 
18 39 60 ++ 81 ++ 
19 40 61 ++ 
20 41 62 ++ 
21 42 63 ++ 

PN， preparation nlll11ber (See Table 1); ++， l11any;土，SOl11e 01' not observed;ー， not observed 
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陽性頼粒が少数観察された (Fig.2H)。また，円形または卵

円形の TB陽性穎粒(長径 0.3μm以下)が多数認められた

(Fig.2H)。オイルレッド 0およびズダンE染色では陽性部

位は観察されなかったが，ズダンブラック B(SBB)染色に

よって円形または卵円形の陽性頼粒(長径1.0μm以下)が

少数観察された (Fig.21)。

T'able 3 Summary of reactions of oblong rockfish Sebastes oblongus neutrophil to cytoch巴micaltests 

Test Positive si匂 (shape，number and positive site) 

Periodic acid Schiff reaction (P AS) G (round or oval， many， 中三五0.3μm，);H

PASa武erdigestion with α-amylase 

Alcian blue (pH1.0) 

Alcian blue (pH2.5) 

Toluidine blue in distilled water G (round or oval， many， 中三五0.3μm，eq yG; amorphous， a fe明， eqYb); N 

Sudan black B G (round or oval， some，φ孟1.0μm)

Sudanill 

OilredO 

Alkaline phosphatase 

Acid phosphatase 

s-Glucronidase 

α-Naphtyl acetate esterase 

α-Naphtyl butyrate esterase 

Naphthol AS-D chloroacetate esterase 

Peroxidas巴

G (round or oval， many， 中三五0.3μm，eq yG) 

G (round or oval， many， φ三玉0.3μm，eq yG) 

G (round or oval， many，中豆0.3μm，eq yG) 

G (round or oval， some ， 中三三0.3μm)

G (round or oval， many， φ三五0.3μm，eq yG) 

G (oval， many，φ孟1.5μm，eq sG*) 

G， granular ; H， hyaloplasm ; N， nucleus ;ー，non detection; sG， s granule; yG， y gr剖mle;Yb， Yasumoto body; eq， equivalent to 

*Substance of sG was positive， but rod-shaped central core ofthe granule w出 negatlve

考察

タケノコメバルの好中球にはp頼粒と y頼粒が観察され

た。また， s頼粒には Giemsa染色によって赤紫色を呈す

る梓状中心芯が存在した。これまで著者らが報告した魚種

において，梓状中心芯を有する P頼粒は認められていない

ことから，梓状中心芯が観察されない p頼粒を sl頼粒に，

梓状中心芯を有する P頼粒を s2頼粒に分類することを提

唱する (Table4)。

Table 4 Staining characteristics of chromophobic granules 

(s granules) 

Type of s granules 

Staining 日2
Substance RCC Substance RCC 

May-Grunwald U 

Glemsa 司 U ー +(P)

RCC， rod-shaped central core; +， positi、e;-， negative; U， unidentified; P， purple 

梓状中心芯が MG染色では染まらず， Giemsa染色によっ

て赤紫色を呈したことから，この色調は MG染色液中には

なく， Giemsa染色液に存在するアズールBに起因すると

考えられる。また，アズール Bは青色の塩基性色素であ

ることから，梓状中心芯の赤紫色はアズール Bが異調染

色性を呈した結果によると推察される。一方， MGG染色

標本には梓状中心芯はほとんど観察されなかった。その原

因として，塗沫標本の固定法の違いが挙げられ，以下の二

つの可能性が考えられる:① MGG染色の固定 (MG原液

(エオシン酸メチレンブルーの飽和メタノール溶液)によ

る)時に梓状中心芯の赤紫色を呈する成分が溶出した;②

Gi巴msa染色前に行なうメタノール固定時に，ある成分が

溶出したことにより梓状中心芯が赤紫色に染色されるよう

になった。梓状中心芯が MGG染色標本にほとんど観察さ

れない理由の説明にはさらなる検討が必要である。

タケノコメバルの y頼粒は MGおよびMGG染色標本

に認められたが， Gi巴msa染色では染まらなかったことか

らy3頼粒に同定された。これまでに好中球に y3頼粒を有

する魚種としてカサゴが報告されている制。しかし，タ

ケノコメバルの y3頼粒の染色性は，カサゴのそれとは異

なっていた。すなわち，カサゴの y3頼粒が MG染色では

淡青色を， MGG染色では淡青色ないし赤紫色を呈するの

に対して拘，タケノコメバルの y3頼粒は MG染色および、

MGG染色によって淡青色を示した。乙の染色性の違いか

ら， y3頼粒を細分し，タケノコメバルの y3頼粒を y3a頼粒，

カサゴのそれを y3b頼粒とすることを提唱する (Table5)。

タケノコメバルの γ3a頼粒は MG染色によって淡青色を

示すことから，本頼粒は正調メチレンブルー好性であると

考えられる。メチレンブルーは Giemsa染色液中にも存在
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Table 5 Staining characteristics ofbasophilic granules 
(y granules) 

Staining 
Type of y granules 

yl y2 γ3a y3b 
May-Grunwald +(B) 十 (B) +(B) 
Giemsa 十 (B) 十 (B)
MGG 十 (B) +(B) +(B) + (B and/or P) 

MGG ，May-Grunwald . Giemsa;ヘpositive;-， negative; B， blue; P， purple 

するが，γ3a頼粒は Giemsa染色標本には観察されなかった。

このことは， y3a頼粒中の正調メチレンブルー好性を示す

成分は， Giemsa染色前に行うメタノール固定中に溶出す

ることを示唆している。また， MG染色および、MGG染色

時には，メタノール溶液である MG原液で固定を行なう

ことから， MG液中のエオシン酸メチレンブルーによって，

y3a頼粒の成分が固定されたと推察される。

各種細胞化学染色結果からタケノコメバルの好中球の各

頼粒およびY小体の成分を次のように推定した (Table3)。

PAS陽性頼粒は s2頼粒とは大きさが異なる。一方， γ3a頼

粒とは形状と大きさが類似するが，数は y3a頼粒よりも多

かった。また， PAS陽性頼粒は αーアミラーゼにより完全

に消化されることから，グリコーゲンを主成分とする構造

物であると考えられ， s2頼粒およびγ3a頼粒とは異なる

と考えられる。 TB染色によって種々の形態を示す青色の

粗大な陽性部位は，形態学的特徴から Y小体に相当する

と考えられる。また，微細な TB陽性頼粒の形態学的特徴

はy3a頼粒に類似することから， γ3a頼粒も TB陽性であ

ると考えられる。 SBB陽性頼粒は形態学的特徴と陽性頼粒

数が s2頼粒およびy3a頼粒とは異なることから， SBB陽

性物質の存在部位は確定できない。 α-NBE陽性頼粒は形状

と大きさがγ3a頼粒に類似するが，数はγ3a頼粒よりも少

ない。一方， AIP， AcP，α-NAEおよびNASDCAE陽性穎

粒は形態学的特徴および数の類似性から y3a頼粒に相当す

ると考えられる。 PO陽性穎粒は円形または卵円形であり，

大きさが s2穎粒に類似することから， PO活性は s2頼粒

に存在すると考えられる。また， s2頼粒の中心に認めら

れた PO陰性の梓状部位は，形態学的特徴から梓状中心芯

に相当すると考えられる。 AIP染色標本の核染色に用いた

サフラニン0によって，梓状の陽性頼粒が多数観察された。

この陽性頼粒も形態学的特徴から梓状中心芯であると考え

られる。

Table 6. Grouping ofteleostei fishes based on the granule composition and PO positive site ofneutrophil 

Group Su単旦盟

I -Aa 

I -Ba 

H 

II-Aa 

II-Ab 

E司 Ba

m同 a

E 

L
U
 

E
 

IV 

IV-Aa 

IV-Ba 

IV-Ca 

Granul巳

α2， sl， yl 

α2， sl， y2 

α2，sl 

α2，sl 

α1， sl 

1
1
 

日

υ'

唱

E
i

nnド

品川

。l
sl， N 

s! 

sl，N 

型
且
s2* 

Species and references 

Asian arowana Scleropages formosus121， Nile tilapia Oreochromis 

Fuloticus3，24)， jack-mackerel Tr，αchurusjα!]Jonicus25) 

Japanese eel Anguilla j中 onica15)，∞mmon carp Cyprinus 
carpio1，2，24)， striped grunt Parapristipoma trilinea仰m424)，
Japanese amberjack Seriola quinqueradiata17)， greater amberjack 
Sdumerili25)， yellowtail amberjack S. lalandp5) 

tiger puffer 日々 か伊 rubrip回 9)，gr出 spuffer T. niphobl.ω2η， 
threadsail filefish Stephanol.叩 iscirrhife?7) 

finepattemed puffおrTakiル伊poecilonotus27)

red sea-bream Pagrus major16) 

northem pike Exos lucius"l， blu巴gillLepomis macrochirus6)， 

Japanese seabass Latωlabrax j中 onicus10)，s伺 bassL. latus10)， 
rudderfish Girella punctata5，7)， Japanese flounder Paralichthys 

olivaceus7)， marbled sole Pleuronectes yo加hamae23)，barfin 

flounder Verasper moseri 23) 

a戸1Plecoglossus altivelis81， gray mullet Mugil cephaluiO)， redlip 

mulle土Chelonhαematocheilui1)ラ sevenbandgrouper Epinephelus 
1'~ _ _~_~L~_19) 

Septemtasczatus" J 

Japanese lates Lates japonicus22) 

marbled rockfish Sebastiscus marmoratui6) 

oblong rockfish Sebastes oblongus** 

PU 

l
 

n
p
 

l
 

op-

噌

E
inpa 

α1， eosinophilic granule (αgranule) type 1;α2，αgranule type 2; s， chromophobic granule; yl， basophilic granule (y granule) type 1; 
y2，γgranule type 2; y3， y granule type 3; PO， p巴roxidase;N， nucl巴us.
*Rod-shaped central core was negative. 
* *Present report. 
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これまでに， s頼粒を有する魚種では，本頼粒は PO陽

性であると考えられている 6-12，15-17，19-27)。タケノコメバルに

おいても p頼粒は PO陽性であると推測された。 PO活性

はタケノコメバルの好中球の核にも検出された。これまで

にII-Ab群(コモンフグ)とm-b群(アユ，ボラ，メナダ，

マハタ)において PO活性が核に検出されている 8，19-21，27)。

タケノコメバルの好中球には p頼粒と γ頼粒が認められ

ることから，本魚種はIV群に分類されるが，タケノコメバ

ルのド頼粒と y頼粒は既報の魚種の p頼粒 (sl頼粒)およ

び、y頼粒 (yl頼粒， y2頼粒， y3頼粒 (y3b頼粒))とは異な

りs2頼粒と y3a頼粒であることから，他のIV群魚類と区

別するためにIV-C群を設定することを提案する。また，

タケノコメバルの好中球の PO陽性部位は戸頼粒と核で

あったことから，タケノコメバルはIV-Cb群に分類される

(Tabl巴6)。
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