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従来 月払班ゆ玩 朋Z 成椚 軌摘端正 の同定と 分類 に 関 して議論が 多い が , こ の 間題 を解決す る ため に こ

の薗の生理 学的性状 と分生子 形成 法を検索 した . 材料と して ヒ トの ク ロ モ ブ ラス トミ コ ー シ ス か ら分離さ

れた薗株24 菌株が 用い ら れた
. 温度耐性試験で は全株 27 , 3 7

0

C で発育 した が, 4 2
0

C で は発育 を示 さな か っ

た
. 食塩耐性試験 で は全株が食塩濃度 2 ･5

,
5 ■0 % で発育 したが

,
1 0 % で は発育 を示さ なか っ た

.
ビタ ミ ン

要求試験で は全株に お い て塩酸チ ア ミ ン に よ る発育促進 が み られ, また
一

部の株 に おい てリボフ ラ ビン によ

る発育促進がみ られ た が
, 塩酸 ビリ ド キ シ ン

,
ニ コ チ ン酸 およ びイ ノ シ ト

ー ル に よる発育促進は全く認め

られなか っ た ･ ア ル ブ チ ン 分解試験で は 14 株が分解能陽性,
その他の 株 は陰性 であ っ た . 糖発酵試験,

ゼ

ラチン 融解試験, 澱粉水解試験
,

カゼ イ ン 水解試験,
ヒ ポ キサ ン チ ン 水解試験 は い ずれ も全株 に お い て陰

性であっ た ･
これ らの 諸性状 を対照と し た P 卯 昭 ∽ 祓 お よ び P カα乃ざgヱ別 gg の それ と比較検討 した結 軋

37
0

C で常に発育を示 す点が この 蘭 を近縁衝 か ら鑑別す るの に 役立 つ 重要な性質で あり, その他 の性質は近

縁菌と ほと ん ど差異が な い こ とが 明 らか に され た . 走査電子顕微鏡に よ る観察で は
,

こ の 菌の分生子 形成

が分生子形成細胞の 先端お よ び側壁 の
一

部 で起 りうる こ と, ま た それ ら の部位で は分生子形成の過程で分

生子柄に環紋 血 血 1id e) が 形成 され る こ と を示す像が み ら れた ･
これ らの 所見か ら, こ の薗 は 励 坤 地 血

db7 m aiitid i s t して E x o p hi al a 屑 に 入れ ら れ る べ き で あると 結論 され た.

K e y w o r d s P h i al o p h o r a d e r m a titid is
,
E x o p h ia l a

,
C h r o m o bl a st o m y c o sis .

ク ロ モ ブ ラ ス ト ミ コ
ー シ ス の 原 因菌の

一

つ で ある

用ぬ毎ゐβ和 滋乃乃α～ブJg ゐ (以 下 P d 抑 傲 戒挽泡 と 略)

は室温でS a b o u r a u d ブ ト ウ糖寒天培地の 上 に 培養する

と黒色の顆粒状集落 また は 菌糸形 を形成す る
. そう い

う2 相性培養形態を示 す こ と,
お よ び分生子 形成過程

の観察が必ずしも容易で は な い こ と か ら, こ の 菌の 同

定には困難が多く, ま た その 分類上の 位置も確 定され

ていない
.

著者は これ ら の問題 を解決す るた め に こ の蘭 の 生理

学的性状と分生子 形成法 を検討し た .

材料お よ び方法

1 . 材 料

被検菌株は ヒ トのク ロ モ ブ ラ ス トミ コ
ー シ ス の病巣

か ら分離さ れ た P . d 汁 椚 戯幻毎払 の 24 株で, すべ て 金

沢大学医学部皮膚科学教 室の保存林 である .
これ らの

菌株の 出所と集落の 形態は表 1 の通 りで ある
. わ が 国

で 分離さ れ た 21 株の う ち
,

1 株 (S e ri al n o . 2 1) は分

離時よ り現在 まで 終始黒色の 顆粒状集落を形成 して き

た もの
,
4 株 (S e ri al n o . 1 7

,
1 8

,
19

, 2 0) は分離時

の 顆粒状集落か ら継代培養中に 菌糸形に 移行したもの,

その 他の 16 株は分離時よ り現在ま で終始菌糸形を示 し

て きた もの で ある . 外国で 分離さ れ た 3 株はす べ て菌

糸形で あ る .

な お
, 対照と して 近縁 薗で あ る 吾 が 昭 ∽ 祓 お よ び

ヱ ノgα乃ぶg/ 研 βZ の各 1 株 を用 い た
.

2 . 方 法

1) 発育速度試験 : 滅菌亀型 コ ル ベ ン 内の 4 % プトウ

St u di es of f % kllq p h o Y a D eY m atitidis w it h S p e ci al R ef e r e n c e t o t h e P h y si ol o gi c al P r o -

p e rties a n d C o nidi o g e n e si s ･

- H id e n o ri K a s ed a
,

D e p a rt m e n t of D e r m a t ol o g y (D ir e c t o r :

P rof
･ T ･ H ir o n e) , S c h o ol of M e di c in e

, K a n a z a w a U n iv e rsit y .
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T a bl e l . I s o l a ti o n d a t a o f P d e r m a titi di s s tr ai n s

S e ri al N o , A c c e s si o n N o . S o u r c e o f st r ai n G r o s s m o r ph ol o g y of c ol o n y

ロ 116 6 R e c ei v e d f r o m K y o t o N a tl H o s p .
,

O r a l m u c o s a M y c eli a l f o r m

2 11 6 8 I s ol a t e d i n K a n a z a w a U ni v .
, b r a i n M y c eli a l f o r m

3 1 2 9 4 F r o m K u r u m e U n i v
っ

sk i n M y c eli a l f o r m

4 1 3 0 3 B F r o m K y o t o U ni v .
,
S ki n M y c eli a l f o r m

5 1 3 0 8 F r o m T o h o k u U ni v .
,
1i v e r M y c e li a l f o r m

6 1 3 0 9 F r o m H i r o s a ki U n i v .
,
l y m ph n o d e M y c e li al f o r m

ロ 136 5 F r o m J u n t e n d o U ni v .
,

Sk i n M y c eli al f o r m

8 1 5 1 0 F r o m N a g a s a ki A B C C , S k i n M y c eli al f o r n l

9 1 5 5 4 F r o m K o b e U ni v .
,
S ki n M y c eli al f o r m

1 0 1 5 8 1 F r o m T o h o k u U n i v .
,
b r ai n M y c eli al f o r m

田 160 8 F r o m I n $ t . Of B al n e o th e r a p リ K y u sh u U ni v .
, S ki n M y c eli a l f o r m

1 2 1 6 5 2 F r o m K o b e U n i v .
,

Sk i n M y c eli a l f o r m

1 3 1 6 63 F r o m N ip p o n M e d i c al U ni v .
,
b r ai n M y c eli a l f o r m

1 4 1 8 7 8 F r o m K y o t o U ni v .
,
S ki n M y c e li a l f o r m

1 5 1 9 4 8 F r o m K y u sh u U n i v
り
I y m ph n o d e M y c eli al f o r m

16 1 4 4 6 F r o m K u r u m e U ni v .
,
S ki n M y c eli al f o r m

1 7 1 1 6 7 F r o m K y o t o N a tl H o s p .
,

O r al m u c o s a G r a n u l a r
･ q-> m y C eli al f o r m

1 8 1 1 8 2 F r o m D u k u U n i v . (K a n o
'

s i s o l a t e),
S ki n G r a n u l a r

→
m y C eli al f o r m

1 9 1 2 9 3 F r o m K u r u m e U ni v .
,
S k i n G r a n ul a r

- → m y C e li al f o r m

2 0 1 3 0 3 A F r o m K y o t o U n i v .
,

Sk i n G r a n ul a r
-

す m y C eli al f o r m

2 1 11 8 3 F r o m K o b e U ni v .
,
S k i n G r a n ul a r f o r m

2.2
1 1 8 1 F r o m D u k e U n i v

リ (N o . 9 7 8),
S ki n M y c eli al f o r m

23 1 3 3 0 F r o m J o h n s H o p k i n s H o s p .

,
S ki n M y c eli al f o r m

24 1 4 0 5 F r o m T ai w a n U ni v .
,
b r ai n M y c eli al f o r m

25 9 9 9 F r o m S ai n t L o ui s H o s p . ( P . g o tl g e l
`

o tii)

2 6 1 1 7 1 F r o m D u k e U nl Ⅴ . ( P . j e a n s el m ei)

*
T h e s e t w o f u n gi (a c c e s si o n N o . 9 99 a n d l 1 71) w e r e u s ed a s c o n tr oI s ･

糎寒天 (S a b o u r a u d) 平板培地の 上 に粟粒大の 菌塊 を

移植 し
,
2 7

0

C で 4 週 間培養後,
集落 の直径 を測定 した .

2) 温度耐性試験 : 滅 菌 試験管 内 の S a b o u r a u d プ

ト ウ糖寒天 斜面培地 の 上 に 粟 粒大の 菌塊 を移植 し
,

2 7
0

C
,
3 7

0

C お よ び42
b

C で 2 週間培養後, 集落 の発育状

態に よ り判定 した .

3) 食 塩 耐性試 験 : 0 . 1 % 酵 母 エ キ ス 添 加 C z a p e k

D o x 培地を基礎培地と して用 い, こ れ に 2 .5 % ,
5 % ,

1 0 % の割合で N a Cl を添加 した斜面培地を使用 した .
こ

れ らの培地上 に1 白金耳量の 菌塊 を移植 し, 2 7
0

C で 3 0

日間培養後, 集落 の発育状態に よ り判定 した .

4) ビタ ミ ン要求性試験 : プ トウ糖 40 . O g , M gS O 4
｡

7 H 2 0 0 .1 g , K H 2 P O .1 . 8 g , vi t a mi n
-

f r e e c a s a mi n o

a cid 2 . 5 g ,
精製寒天未 20 . O g , 蒸溜水 100 0 m l か ら成

る培地 を基礎培地と し て用 い, これ に 5 〃g/ m l の 濃度

で被検 ビタ ミ ン を添加 した斜面培地 を使用 し た . 被検

ビタ ミ ン と して塩酸チ ア ミ ン
,

リ ボ フ ラ ビン
, 塩酸 ピ

リ ドキ シ ン
,

ニ コ チ ン酸, イ ノ シ ト ー ル( 例外的に100

〃g/ m l の 濃度で添カロ) を用 い た .
ビタ ミ ン添加斜面培

地の上 に 粟粒大の 菌塊 を移植 し, 2 5
0

C で 2 週間培養後,

試験管の長軸方 向に お ける集落の 大き さ および隆起度

を ど タ ミ ン 無添加培地 ( 基礎培地) に 移植した同
一

菌

株 の それ と比較 す る こ とに よ り判定 した
.

5) 糎発酵試験 : 1 % ペ プ トン水 1UO m l
,
B T B 液0 ･2

m l か ら成 る液体培地 を基礎培地 と し た .
これ に2% の

割合で被検糖 を添加 した
. 被検糖と し て ブトウ胤 麦

芽糖, 薦糖 , 乳糖 を 剛 咄 . 糖添加培地 を10 m け つ滅

菌試験管内に 注入 し,
1 白金耳童 の 菌塊 を移植したの

ち
,

そ の 上 か ら溶融 パ ラ フ ィ ン を静か に 注入
,
固化さ

せ て封入 した
.

これ を 25
0

C で 3 週間培養後,
ガスおよ

び指示 薬の 費変に よ り示 され る酸 の 発生に より判定し

た .

6) a rb u ti n 分解 試 験 ‥ a rb u ti n 5 g , 酵 母 水1OOO

m l
, 寒天 20 g か ら成る培地 を使用 した

.
1 0 % F eC1 3溶



P `ね 和 明 劇症払 の 生理 学的状状な ら びに 分生子形成法

液を1 ～ 2 滴加 えた上 記 の 培地 をペ トリ皿 に流 して作製

した平板培地の上 に
,
1 白金耳畳の金塊 を移植 し, 2 5

0

C

で2 週間培襲後, 集落の 周辺 に お け る暗褐色 な い し黒

褐色へ の変色に よ り判定 した
.

7) ゼ ラ チ ン 融 解 試 験 : 臥1 % 酵 母 エ キ ス 添 加

C z a p e k D o x 培地に 15 % の 割合で ゼ ラチ ンを加えて作

製した平板培地上に
,
1 白金耳畳の菌塊 を移植 し, 2 5

0

C

で4 週間培養後, 集落の 周囲に お け る培地 の融解 に よ

り判定した .

23 3

即 澱粉水解 試験 : 澱粉 10 g ,
ペ プトン 10 g , 寒天 20

g , B T B 液 2 m l
, 燕溜水 100 0 m l か ら成 る培地 を使用

した ■
こ の平板培 地上 に 1 白金耳真の薗塊 を移 胤 27

｡

C

で 3 週間培養後, 酸の 発生に より判定 した
.

9) カゼ イ ン 水解試験 : カ ゼイ ン 5 g , 寒天1 g , 燕潜

水 100 m l か ら成 る平板培地を使用 した.
こ の培地上 に

1 白金耳塵の 薗塊 を移植 し, 2 7
0

C で 3 週 間培養後, 集落

の 周囲 にお け る培地の 融解 によ り判定した .

1 0) ヒ ポ キサ ン チ ン水解試験 : ヒ ポキサ ン チン 4 g ,

T a bl e 2 , P h y si o l o g l C a l p r o p e r ti e s o f P ( k r m a titidi s s t r ai n s

S e ri al

N o .

Si z e of

C O I o n y
α

(c m )

T h e r m o t ol e r a n c e S a li n e t ol e r a n c e V it a mi n r e q u lr e m e n t
A rb u ti n

S pli tti n g
t e st 亡

t e s tム t e s t ぐ

te s td

2 7
ウ

C 3 7
0

C 4 2
0

C 2 ･5 % 5 .0 % 川 % T R P N I

ロ 3
.
0 + 十 十 + + +

田 3 .3 十 十 + +･ 十

田 4 . 0 ･十 仙卜 + + + 1 -

巴 3 . 4 + + + + + +

巳 1 . 9 + 十 十 十 十 十

田 3 . 6 + 十 + -ト 十 - - -
-

十

ロ 2 . 2 + 十 十 十 + 十 +

田 4 . 8
ー

ト 十 + + +

田 3
.
6 十 + + 十 + +

田 3 .5 十 十 + + + +

田 4 .0 + + 十 + + + +

田 3
. 6 + 十 十 + + + +

田 1 . 6 十 + 十 十 + +

田 3 . 6 十 十 十 + 十 + 十

田 3 . 6 + 十 + 十 + +

田 2 .3 + + 十 十 + + +

田 2 .8 + + 十 + + +

田 2 . 3 + 十 十 十 + +

田 2 . 3 十 + 十 + 十 + +

田 3 . 7 十 十 十 十 + -ト +

田 0 . 7 + + 十 + 十 +

田 2 .3 + + + + +

田 2
.9 + 十 + 十 + +

田 4 . 5 + + 十 十 + + +
2 5

*

2 . 4 十 +
●

+ 十 +

+
2 6

*

*

2 . 7 十 十 +

C o n t r oI s (P ･ g O u g e r O tii
,
P . j e a n s el m ei)

a

Si z e of c ol o ni e s w a s m e a s u r e d aft e r c ulti v a ti o n o n S a b o u r a u d
,

s a g a r f o r f o u r w e e k s a t 2 7
8

C .
b

T h e r m o t ol e r a n c e t e s t w a s 4 e cid ed af t e r c ulti v a ti o n o n S a b o u r a u d
,

s a g a r f o r t w o w e e k s a t 2 7
,
3 7

a n d 42
0

C
.

C

S ali n e t ol e r a n c e t e st w a s d e cid e d a ft e r c ulti v a ti o n o n C z a p e k D o x a g a r w ith 2 ･5
,
5 .O a n d l O % s a

-

1i n e f o r thi rt y d a y s a t 2 7
¢

C .

d
vit a mi n r e q ui r e m e n t te st w a s d e cid e d a f te r c u lti v a ti o n o n vi t a m i n -f r e e y 甲 S t b a s e w i th O ･0 00 5 %thi a m i n e h y d r o ch l o rid e (T ) ,

rib o 8 a vi n (R ) , P y ri d o x i n e h yd r o c hl o rid e ( P) ,
n l C O ti nic a cid ( N ) o r O .0 1 %i n o sit ol (Ⅰ) f o r t w o w e e k s a t 2 5

｡

C .

e

A rb u ti n s plitt in g t e st w a s d e cid e d a ft e r c u lti v a ti o n o n a r b u ti n
･

C O n t ai n i n g a g a r f o r t w o w e e k s a t 2 5q

C .



2 3 4

ペ プ ト ン 5 g , 肉 エ キ ス 3 g , 寒天 ‡8 g ､ 蒸溜水100 0 n ll

か ら成 る平板培地 を使用 した .
この 平板培地上 に 1 白

金耳量の歯塊を移植 し,
2 7

0

C で 3 週間培糞後,
集落の

周囲 に お け る培地 の 融解に よ I) 判定 した
.

1 1) 走査電子 顕微鏡法: コ
ー ン ミ

ー ル 寒天 培地お よ

び塩酸チア ミ ン添加 S a b o u r a u d ブトウ糖寒天培地を用

い て ス ラ イ ド カ ル チ ャ
ー

を行 い
, 培養2 ～ 4 週後に

,
カ

バ ー ガ ラ ス上 に発育 した菌塊 を カ バ ー ガ ラ ス とと も に

オ ウ ミ ウ ム 酸蒸気で 固定 した
. 次 い で

, 試料 を アセ ト

ン 系列で 脱水,
空気乾燥 し

,
カ

ー

ボ ン と 金の 2 重蒸着

を施 したの ち
,
日立 H F S - 2 型走査電子顕 微鏡で検 索

し た .

成 績

l
.

生理 学的性状

員 d 如 帆 油砿菰 の被検菌株の 生理学 的検査成績は次

の よう で ある .

1) 発育 の速さ (表 2) : 巨大培養 4 遇後の集落の 直

径は
, 顆粒状 集落の 1 株 で は 0 . 7 c m

, 菌糸形 の 23 株で

は 1 .6 ～ 4 . 8 c m ( 平 均 3 . 1 c n l) で あ っ た . 菌糸形株の

う ち
,
帝粒状集落 か ら移行 した も ので は平均2 .8 c n l

,

元来菌糸形であ っ た も ので は平均3 . 3 c m で あ っ た
. 外

国分離株の 平均は 3 . 2 c m で あ っ た
. 対照の 且 g 硝

一

都 叩 漬 で は 2 . 4 c m
,
員 ノgα乃 S gJ 椚 gZ で は 2 ･ 7 c m で あ っ

た
.

2) 温 度耐性( 表2) : 被検株は す べ て 27
0

C で も 37
0

C

で も ほ ぼ同様に よ く発 育 したが (図 1) ,
4 2

0

C で は発育

を 示 さ な か っ た
. 対 照 の P . 卯 樹 椚 祓 お よ び 書

庫β邦吉eJ 椚 βゴ はい ずれ も 27
0

C で 発育 した が
,
3 7

0

C お よび

42
0

C で は発育 を示 さ な か っ た .

3) 食 塩耐性 ( 表2) : 被検 株 は す べ て 2 ･ 5 % ,
5 %

N a C l 添加培地で は よく発育 した が
,
1 0 % N a Cl 添加培

Fi g . 1 . C o l o n i e s o f P d e 乃乃 a titid is o n S a b o u r a u d
'

s

a g a r f o r t w o w e e k s a t 2 7
0

C (1 e ft) a n d 3 7
0

C (ri gh t) .

B o th o f th e m sh o w a f u ll d e v el o p e m e n t .

ttj 多

地 で は発育 は示 さ な か っ た ･ 対照 の た g 勒 酢 糊 措 は

2 ･ 5 % N a C l 添加培地 での み 発育 し, 5 % ,
10 % N a Cl 添

加 培地 で は発育 しな か っ た
･

ア ブgα乃SβJ 椚 g∠ は2 ･5 % ,

5 % N a Cl 添加培地で発育 したが
,
1 0 % N a Cl 添加培地で

は発育 しな か っ た .

4) ビタ ミ ン 要求性 (衰 2) : 被検株の す ぺ てにおい

て , 各種 ビタ ミ ン添加培地 と無添加培地 (対照) との

間で 集落の 大き さ に 有意差は認 め られ な か っ た
. 集落

の 隆起度 に つ い て は
,

塩酸チ ア ミ ン の 場合, 添加培地

で は顆粒状集落株も含 むす べ て の 株が 集落の 顕著な隆

起 を示 し たが , 無添加培地で は 隆起 はみ られ なか った

( 図2) .
リ ボ フ ラ ビ ン の 場合, 集落 の隆起は添加培地

と 無添加培地の 間 で 差異の あ るも の と ない も のがあっ

た
.

塩酸 ビリ ド キ シ ン
,

ニ コ チ ン 酸お よびイ ノ シト ー

ル の 場合は い ずれ も対照と の 間 に 差異は認められなか

っ た . 旦 那 昭 椚 繭 で は
, 塩酸 チ ア ミ ン およ びリボフ

ラ ビ ン 添加培地 に お ける 集落 は大 きさ も隆起度も無添

加培地 に お ける よ り も よ り顕著 で あ っ た . 他の 3 種の

どタ ミ ン に つ い て は発育 は対照に お ける と同じであっ

た . P . ノgα乃ざβJ 肌 e才 で は
,

5 種の どタ ミ ン の すべ てにつ

い で発育 は対照 に お ける と同 じで あ っ た
.

5) 糖発酵能: 被検株 はす べ て 4 種類の 糖( プトウ

糖, 麦芽糖 ,
藤糖, 乳糖) に 対す る発酵能を示さなか

っ た . 対照 の P g 仙 邸 Ⅷ 商 お よび た ノgα押S gJ7 乃βf もこ

れ ら の糖 に 対す る発酵能 を示 さ な か っ た ｡

6) ア ル ブチ ン 分解能(表 2) : 被検株 24 株の うち14

株 が 分解能陽性,
そ の 他 の 株 は陰性 で あ っ た(図3〉.

対照の 吾 郎 噸 飢 繭 牒 よ び P
.如け2 5 (タん乃βJ はいずれも

分解能陽性 で あ っ た
｡

7) ゼ ラ チ ン 融解能 お よ び 澱粉 サ カゼイ ン ｡ ヒ ポキサ

Fi g . 2 . C ol o ni e s o f P d e n n a li tidi s o n vit a m i n
-

f r e e y e a s t b a s e w ith (l e ft) a n d w i th o u t (ri gh t) O 1

0 0 0 5 % th i a m i n e f o r t w o w e e k s a t 2 5
O

C ･ T h e

c o l o n y o n t hi a mi n e - C O n t ai ni n g b a s e s h o w s a

S ti m ul a t e d g r o w th .

篭
黎

篭
教

学
っ

琉

藍
梅

酢野

警
佐

"
賢
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ンナン水解能 : 被検株は す べ てゼ ラ チ ン 融解能お よ び

澱粉 ･ カ ゼイ ン ｡ ヒ ポ キ サ ン チ ン に 対す る水解能 を示

さなかっ た . 対照の 君 卯 喝 肌 戚 牒 よび たノβα乃g gJ 椚 βオ

Fig .3 , C ol o n y of P d e r m a tilid k o n a rb u t in ー

C O n t ai ni n g a g a r f o r t w o w e e k s a t 2 5
0

C ･ , Sh o wi n g

a p o siti v e a rb u ti n s pli tti n g .

Fig 14 ･ P d e m i a tiiid Ls c u lt u r e d o n c o r n m e al a g e r

f o r t w o w e e k s a t 2 7
D

C ･
,

Sh o w i n g p e a r - S h a p e d

C O nidi a a n d a c o n id i o g e n o u s c ell h a vi n g a n

el o n g a te d c o ni di o ph o r e ( a r r o w ) . × 1 0
,
0 00 .

Fig ･5 ･ P d e m l a titi di s c u lt u r e d o n c o rn m e al a g a r

f o r t w o w e e k s a t 2 7
O

C ･
,

Sh o w i n g a c o n id i o g e n o u s

C ell h a vi n g a c o n id i o p h o r e wi th a n n elli d e s

( a rl
■

o w s) . ×1 0
,00 0 .

23 5

も 同様 で あっ た .

2 ･ 分 生子形 成法 に 関す る 走査電子 顕微鏡所見

分離時の顆粒状集落か ら継代培養中に 菌糸形 へ 移行

した 2 株 (S e ri al n o ･1 7
,
1 8) お よび分離時より現在ま

で終始菌糸形 を示 した 3 株 (S e ri al n o , 1
,
2

,
1 6) につ

い て検 索 した
.

こ れ ら の 5 株 は同様 な分生子形成法を

示 し, 分離時の集落形態の 適 い によ る差異 は認 めら れ

なか っ た
. 特徴的所見 は次の よう で あっ た

.

分生子 形成は菌糸の 末端で も 側壁で も み られた
. 菌

糸末端 の場合 に は (図 4 , 5) 凍 端部が 細く突出した菌

糸と 一 端が細 い 西洋梨状の分生子 がみ られ た
｡

しばし

ば菌糸末端部 の細い 突起部 に 1 ～ 3 段の 環紋 ( a n n e 肛

d e) が認 めら れ た
. 菌糸側壁の 場合 に は(図6

, 7) , 隔

壁付近の 側壁 に 生 じた小突起部 と こ れ に 接 した 西洋梨

状分生子 がみ られ , ま た しばし ば小突起部の囁紋が 明

瞭 に 認め られ た
.

い ずれ の 場合も
,

盃 状の カラ ー

か ら

分生 子 が放出さ れ る像 は認め られ な か っ た
.

な お
, 分

芽 に よ り分 生 子 か ら分生子 が形成さ れる像も み られ た

Fi g . 6 . C o ni di al f o r m a ti o n a t th e I a t e r al w all o f

h y p h a e o f P d e r m a ti ti dt s o n c o r n m e al a g e r f o r

t w o w e e k s a t 2 7
O

C .

Fi g ･ 7 ･ A n n ellid e f o r m a ti o n (a r r o w ) a t th e I a t e r a l
W all of a h y p h a o f P d e m a titid is o n c o r n m e al
a g e r f o r t w o w e e k s a t 2 7

O

C .
× 2 0

,
0 00 .



2 3 6 加

Fi g . 8 . B u d di n g c ell s o f P d e m w ii ti di s o n c o a n

m e a l a g a r f o r t w o w e e k s a t 2 7
0

C . × 5
,
0 0 0 .

( 図8) . そ の場合 に は
, 古い 分生子 と新 しい 分生子 と

の 間の く びれ た部分が 切れ て 2 個 の 西 洋 勢伏分生子 に

分れ る像が み られ た .

考 察

こ の研究で得 られた ヱ 滋 珊 αg言方ゐ の生理 学的性状

に関する成凍 を従来 の報告 と比較検討 し
,

また対照 と

した 吾 が 喝 肌 戯 牒 よび ヱ カα乃ぶβJ 椚β才 に つ い て の成

績と比較す ると, 次の ようで ある .

発育 の速さ に つ い て, 箱 代 ら
1】
は S a b o u r a u d プ ト ウ

糖寒天培地上に お ける 員 d 加 肋 頭海 蝕 の菌糸形の発育

は
一

般 に 旦 那 柳 和 才オ言お よ び た カα乃ぶβJ ∽ βヂ よ り も遅

い と述 べ て い るが, そ う い う差異 は著者の成蹟で は認

め られ なか っ た . さ らに, 元 来菌糸形で あっ た株の 発

育 の速 さ(1 銅私 平均 3 . 3 c m ) に比 べ る と, 顆粒状集

落 か ら菌糸形 に移行 した株 の それ(4 晩 平均 2 . 8 c m )

は よ り遅い 傾向が み ら れ た
. 後者の発育 の速 さが比較

的遅い こ と の理 由は明 ら か で ない が
, 顆粒状集落を形

成 する 株の発育の 速 さ( 1 株 , 0 . 7 c m ) が極端 に 遅い こ

と と関係があ りそう に 思わ れ る
. な お

, 元 来菌糸形 で

あ る株の なか で
, 本邦で の 分離株 と外 国の 分離株と の

間 には 当然の こ と なが ら発育の速 さ に 差異 は認め られ

なか っ た .

温度耐性 につ い て
,
P a d b y e ら

2)は 旦 d 訂 傲 戒放 払 の

温度耐性 は 40
0

C であ り, 4 5
0

C お よ び 50
b

C で は全 く発育

を示 さ な い と述 べ てい る
. 著者 の成績で も集落 の形態

と 関係 なく被検株 はす べ て 27
0

C お よび37
0

C で 良好な発

育 を示 した が
,

4 2
¢

C で発育 は全 く認め られ な か っ た .

こ こ で注目すべ き こ と は近縁菌 との 比較 で ある
. 松甲

3)

は ヱ ゐ 昭 α琉g ゐ 9 株 ,
P

.都明野 和 抗 6 株 お よび 書

カα乃ぶβJ 椚βま1 株の発育温度 を調 べ
, 発育適性温度は前者

よ りも 後2 者が よ り低 い と述 べ て い る . 著者の 成績 で

世 多

も 37
0

C で Å d 抑 服 地流 払 は良好な 発育 を示 したが
,吾

が 御 椚 繭 と 書 面 調ぶβJ〝‡♂才は発 育 を示 さ なか っ た
. 検

索 した後 2 者の 菌株数は少 な い が
,

こ の 差異は前翫

後 2 者の 鑑別上 重 要な 点と思 われ る
.

食 塩 耐性 に つ い て
, 松 野

)
は P d g 珊 α如才ゐ

, ヱ

都 明 卿 励 労 お よ び 書 カα那 eJ 研 gブ に つ い て調べ
, これら

3 種 の 菌 はい ずれ も食塩濃度 5 % で発育が阻止されると

述 べ て い る ｡ 著者の 実験 で は, 君 g 伽 節 邪 繭 は食塩濃

度 5 % 以 上で 発育が 阻止 され た が
,

£ 血 糊 α 蹴 由の

被検株全部と ど 尭α乃ぶg 如 才は食塩濃度 5 % でも発育を

示 し, それ の 10 % で 発育阻止 効果 が認め られた
.

この

よう に
,

君 `お 川 棚 劇症払 と ヱ ･ノβαグ2ぶg′肌 e才の 発育に及

ぼ す食塩の 影響 に つ い て は , 松 田の 報告と異なる結果

が 得 られ た .

ビ タ ミ ン 要 求性 に つ い て
, 福 士

4)
は 菌糸形 の書

d b
′

γ柁α頂Z ゐ に つ い て調べ
, 塩酸 チア ミ ンは発育に促進

的 に 作用 す るが
,

リ ボ フ ラ ビ ン
, 塩 酸 ビリドキシ ン

,

ニ コ チ ン 酸お よ びイ ノ シ ー ル に はそ う い う作用が認め

られ な い と述 べ てい る . 著者の 実験 で は
, 塩酸チアミ

ン に つ い て は ほぼ 同様の成績が 得 られ
,

ま たリボフラ

ビ ン に つ い て も
一 部 の蘭株で促進作用が 認められたが

,

対照の た g の 柳 川f妄言と比 べ ると 明らか な差異は認めら

れ な か っ た
. 塩 酸 ビ トド キ シ ン

,

ニ コ チ ン酸およびイ

ノ シ ト
ー ル につ い て は発育促 進作用 は全く認められな

か っ た .

アル ブチ ン 分解能 に つ い て は
,
松田射の報告と同様に

,

書 滋 " 刀α如才ゐ の分解能は菌株 に よ り異なり
, 陽性ま

た は陰性で あっ た . そう い う不安定性は薗株の出所に

関係な く 元来菌 糸形 の 菌株に お い て 認め られ
, 頼粒状

集落か ら 菌糸形 に 移行 した薗株 は い ずれ も陽性であっ

た . しか し
,

現在も 額粒状集落 を形 成する薗株が陰性

で あ る こ と を考慮 に 入 れ る と
卜
P 成 憫 矧 履 ゐ のアル

ブチ ン 分解能 は 一 定で な い と判断す る ほうがよ いよう

で ある .

糖発酵能, ゼ ラ チ ン融解能, 澱粉 ･ カゼイ ン ･ ピポ

キ サ ン チ ン に対す る水解能 に つ い
-

て
,

P (ね印 刷餓離

は す べ て陰性で あ り, 対照と した ㌘ g 明 卿 浦 とヱ

カα乃ぶgJ 血βよ も同様で あっ た
.

P g oz 柳 川 才Z才は時にヒポ

キ サ ン チ ン 水解能 を有す ると い う報告
5)
もあるが,実験

を く り返 して も そう い う 成績 は得 られ な か っ た
.

こ の よ うに
,

3 7
0

C で 常 に発育 を示 す 点が β. 滋憫 船

出滋ゐ を 2 種類の近縁菌か ら鑑別 す るの に 役立つ重要

な性質 で あり,
その 他の性質 は近縁菌と の間に ほとん

ど差異が な い こ とが 明ら か に され た
.

従来, た d わ 勒 誠端然 の分生 子 形成法 に関する幸路

は 多い が
, 報告者 によ り所見が 異な り , それ に基づく

こ の 菌の分類上 の位 置と名称 も変え られ てき た.
たと
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えば,
この 菌は当初加納

6) 7) に よ り 助 川Z 如才〟研 あ 朔 α-

titidis と呼ばれたが
,
の ち に C a r ri o n

8)
に よ る Pb n s e c a e a

de7 712. ati tidi s
,
C o n a n t

9) に よ る H o m o d e n d n L m d e m a _

lilidib ,
E m m o n s

1 0 ) に よ る 1% i a l op h o r a d e r m a ti ti s
,
D e

H o o g
l lりこよる 点種 而 扉 = 肋 Ⅶ 融 溢血 な どの名 称が提

出されて きた .

最近,
M c G i n n i s

1 2 ) は微分 干渉位相差顕微鏡法で検

索し
,
君 d ∽ 硯 漬 巌抽 で は カ ラ ー

の な い 分生子 柄 を有

する分生子 形成細胞か ら分生子が 形成 され ると 述 べ て

いる
.
彼は分生 子形 成法 に 基 い た新 し い 分類 を考え

,

分生子形成細胞の 分生 子柄に カラ ー

の あるもの を P h i か

l op h o r a 鳳 カ ラ
ー

の な い もq ) を W a n gi e 11 a 属 , 環紋

のあるもの を E x o prli aI a 属 と規定し
, そ れ に 従 っ て こ

の菌を W a n gi e11 a 属に 入 れ , V m 7 y i elk l d e r

と称した. こ れ に 対し て
,
C o I e

I 3 ) は微速度撮影顕微鏡法

と走査電子顕微鏡法に よ る観察か ら
,
G IてⅣ e ら

1 4)
は透過

電子顕微鏡法 に よ る観察 か ら,
い ずれ も こ の 菌の 分生

子柄には カ ラ
ー

が あ る が
,

それ は定型的 な フ ラ ス コ 形

開口部を有する た 附
′

門灯 0 5 α に お け る ほ ど顕著 で な い

と述べ て い る
. 他方, 西村ら

t 5)
は加湿 器か ら 分離さ れ た

尺 血 Ⅶ 融 砿払 を走査電子顕微鏡法 で 調べ
, 分生子柄

が環紋を有す る所見 を得た と述 べ て い る .

著者の走査電子顕微鏡所見 で は
, 菌糸の 末端で も側

壁でも分生子 形成細胞 の 分生子 柄と思 われ る 部分に は

環紋が観察さ れ
,

ま た 分生子 の 連続形成に よ る と思わ

れるその 部分 の 伸長と環紋の 重 な りが 観察さ れ たが
,

カラ
ー

は認められ な か っ た ｡
ニ れ らの 所 見か ら,

こ の

蔚はP hi al o ph o r a 属や W a n gi 1l a 属で はなく E x o p hi a
･

Ia 馬に入 れられ る べ き で あ る と考 えら れ た . ま た
, 著

者の成績は走査電子 顕微 鏡所 見が 本菌の 同定と鑑別 に

役立つ こと を示 すも の で あ る
.
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成法を検討し た
. 得 られ た 成績 は次 の よう で ある

1 ･ 温度耐性試験 で は 全株 が 27
,
3 7

0

C で 発 育 したが
,

42
0

C では発育を示 さな か っ た
.

2 ･ 食塩耐性試験 で は 全株が 食塩 濃度 2 . 5
,
5 . 咽 で

発育したが
, 10 % で は 発 育を示 さ な か っ た .

3 ･ ビタ ミ ン要求試験 で は
, 全株 に お い て 塩酸 チ ア

ミ ンによ る発育促進が み られ
,

ま た
一 部の 株 に お い て

リボフラ ビ ン に よ る発 育促 進が み られ たが
, 塩酸 ビリ

ドキシ ン
,

ニ コ チ ン 酸お よ びイ ノ シ ト ル に よ る発 育
促進は全く認め られ な か っ た

.

4 ▲ アル ブチ ン分 解試験 で は 1 4 株 が 分解 能陽性
,
そ

の他の株は陰性で あ っ た
. 糖発酵能試験,

ゼ ラ チ ン 融
解試験お よ び澱粉 ｡

カ ゼイ ン ･ ヒ ポ キサ ン チ ン に 対す

る水解試験 はい ずれ も全株に おい て陰性で あ っ た .

5 ･ こ れ らの 生理 学的性状 を近縁薗で ある P 月 勒
･

辟 m 抗 お よ び た 知 乃ぶgJ 椚βf の そ れ と比較 し, 3 7
｡

C で

常 に発育 する点が この 蘭を近縁菌か ら鑑別す るの に 役
立 つ 重 要な性質 である こ と, そ の 他の 性質は近縁 薗と

ほとん ど凄い が な い こ と を明ら か に した
｡

6 ▲ 走査電子顕微 銃に よ る観察 は, こ の 薗の分生子

形成細 胞の 分生子柄 に お ける環紋の 存在を示 した
.

こ

の こ と か ら,
こ の薗 は 励 ゆ 兢 庖 d 椚 那 加 放 と して

E x o p h i al a 属 に 入 れ られ る べ きで ある と結論 した .

稿を終 る に あた り , 御指 劉 ゝた だきました箱代良
一

名誉教
授, 御校 閲い た だきま し た広根孝 桁教授,

お よ び御助言い た
だ き ま した金沢医科大学

･

金原武司助教櫛こ深甚の謝意を表し

ま す
･
なお

, 本論文 の 要 旨は第 2 1 回日本 医真蘭学会総会( 昭
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