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Abstract   A single specimen (124 mm in standard length) of the genus Bathophilus, 
trawled from 300 m in Suruga Bay, Japan on 30 January 2019, was identified as Bathophilus 
longipinnis (Pappenheim, 1914), being characterized by the following combination of 
characters: bases of pelvic fins equidistant between dorsal and ventral profiles; pectoral-fin 
rays 8; pelvic-fin rays 10; ventral row of photophores from tip of isthmus to anal-fin origin 
32; large lateral series photophores 25; vertebrae 45 (previously recorded range 40–44); 
head length 17.3% in standard length (18.0–25.0%); body depth at origin of dorsal fin base 
14.3% in standard length. The circumglobal (Atlantic Ocean; Indian Ocean; southern 
Pacific Ocean: Australia; Central Pacific: Hawaiian Islands; western Pacific Ocean: South 
China Sea) species has been previously recorded from the Kuroshio Current basin (20–
38˚S, 138–152˚E), although the detailed collection locality was not stated. There being no 
other records from Japanese waters, the specimen from Suruga Bay represents the first 
unequivocal record of B. longipinnis from Japan. The new standard Japanese name 
“Amanogawa-gingaeso” is proposed for the species.
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ワニトカゲギス科ホテイエソ亜科のチヒロホ
シエソ属 Bathophilus Giglioli, 1882は，汎世

界的に分布する中深層遊泳性魚類である（Barnett 
and Gibbs, 1968）．本属魚類は，他のホテイエソ亜
科魚類よりも体が著しく短い紡錘形であること，
脊椎骨数がほとんどの種で 50を超えないこと，
体側および腹部の発光器は小さく，多数あること，
腹鰭が腹中線から離れ，ほとんどの種で体側中央
かそれより上方にあることが特徴である（Barnett 
and Gibbs, 1968）．本属には，20有効種が知られ

ており（Barnett and Gibbs, 1968），日本近海からは
その内の 5種が記録されていた（藍澤・土居内，
2013）．

2019年 1月 30日に駿河湾で操業する底曳網によ
り，Bathophilus longipinnis（Pappenheim, 1914） が 1
個体採集された．この標本は本種が日本近海に出
現することを示す初めての証拠となるため，ここに
新標準和名を付して記載，報告する．

ホテイエソ亜科魚類 Bathophilus longipinnis
アマノガワギンガエソ（新称）の日本からの初記録
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材 料 と 方 法

本科の分類体系は Fink（1985）にしたがった．
標準体長は SLで示した．計数及び計測方法は
Aron and McCrery（1958）に準拠した．また，計
測項目として尾柄高（尾柄部の最小高）と眼後発
光器（PTO）高を追加した．本属魚類の発光器の
位置は Fig. 1に示し，名称と略称は Aizawa（2002）
にしたがった．脊椎骨数の計数には標本の軟 X
線写真を用いた．本研究に用いた標本は，10%ホ
ルマリンで固定した後，70%エタノールに置換し，
神奈川県立生命の星・地球博物館の魚類標本資料
（KPM-NI）として登録・保管されている．

Bathophilus longipinnis（Pappenheim, 1914）
アマノガワギンガエソ（新称）

（Figs. 2, 3; Table 1）

記載標本　KPM-NI 51769，123.9 mm SL，静岡
県駿河湾伊豆半島沖（35˚01'N, 138˚45'E），水深約
300 m，底曳網，2019年 1月 30日，鈴木尚光採集．

記載　計数値は Table 1に示した．体各部測定
値の標準体長に対する割合（%）：頭長 17.3；体
高 11.1；頭頂部における体高 12.7；腹鰭起部にお
ける体高 14.3；尾柄高 3.0；体背部と左腹鰭基底
中央間の距離 7.3；体背部と右腹鰭基底中央間の
距離 9.0；ひげ長 20.5；背鰭最長軟条長（第 8軟条）
6.7；臀鰭最長軟条長（第 4軟条）7.4；尾鰭最長
軟条長（第 20軟条）5.6；左胸鰭最長軟条長（第
4軟条）22.9；右胸鰭最長軟条長（第 3軟条）
14.7；左腹鰭最長軟条長（第 1軟条）22.4；右腹
鰭最長軟条長（第 5軟条）19.7．
体各部測定値の頭長に対する割合（%）：眼径

11.7；虹彩径 5.1；主上顎骨長 93.1；吻長 30.4；眼
後発光器長 14.3；眼後発光器高 4.2；眼下発光器
（SUO）長 2.9．
体は紡錘形で，わずかに側扁する（Fig. 2）．体

高は腹鰭起部で最大となり，後方に向かうにつれ
て緩やかに低くなる．尾柄は細い．頭部は丸みを
帯びた円錐状．吻はやや尖る．眼は円形．口は亜
端位で大きい．前上顎骨には 10本の犬歯状歯が
あり，前から 10本目のみ上顎歯 1本分内側に位
置する（Fig. 3）．上顎歯は，前から 2本目の犬歯
状歯が最大で，基部が膨らみ，歯の中央より少し
後方に上顎に対して垂直方向にはしる溝がある．
また，6本目と 9本目の歯が次いで大きく，それ
ら以外の歯の大きさはほぼ等しい．上唇は上顎歯
を覆うが，前から 2，6，9本目の大きな犬歯状歯
は先端が露出する．前上顎骨後端は鋸歯状．下顎
には 14本の歯が 3列に並ぶ．下顎の内列歯は 3
本で，前から 1本目は犬歯状で大きく，他の歯よ
りわずかに外向きに曲がる．下顎の内列歯の前方
から 2本目は大きな犬歯状，3本目は大きなかぎ
状歯で，外列の歯と比べて高い位置にある．下顎
の中列歯は外列歯より歯 1本分内側に位置し，外
列歯の前から 2本目と 3本目の間と 6本目と 7本
目の間に位置する．下顎の外列歯は 9本で，すべ
て犬歯状で，前から 2本目と 6本目の歯は大きく，
それら以外は小さい．口蓋骨歯は犬歯状で 2対あ
り，皮膚に埋没して先端のみ露出する．下顎のひ
げは下顎中央の膜状部から形成され，先端に糸球
体を欠く．体側に鱗はない．背鰭は後方にむかっ
て鰭条が長くなる半楕円形で，起部は体の中央よ
り後方に位置し，各鰭条は太くいずれも不分枝．
臀鰭は起部が背鰭起部直下に位置し，第 3鰭条か
ら中央付近の鰭条が長い半楕円形で，各鰭条は不
分枝．背鰭と臀鰭の第 1鰭条はいずれも短く痕跡
的．胸鰭は鰭膜がなく，糸状の不分枝鰭条から成

Fig. 1.　Terminology of photophores in Bathophilus. IC: 
entire ventral row of photophores; IA: ventral row of 
photophores from tip of isthmus to anal-fin origin; IP: 
ventral row of photophores from anterior of isthmus to a 
ventral line at pectoral-fin origin; PV: ventral row of 
photophores between vertical lines at origins of pectoral 
and pelvic fins; VAV: ventral row of photophores between 
vertical lines at origins of pelvic and anal fins; AC: 
posterior part of IC series from posterior of VAV series to 
posterior part  of caudal peduncle;  OA: all  large 
photophores of lateral series; OV: lateral row from 
opercular edge to vertical line at pelvic fin origin; VAL: 
lateral row between vertical line at origin of pelvic fin and 
end of large photophores of OA series; SUO: suborbital 
photophores; PTO: postorbital photophores. Modified from 
Aizawa (2002).
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り，各鰭条は長くほぼ同長．腹鰭は体の中央より
わずかに後方に位置し，基底は体軸に対して約
45˚傾き，各鰭条は不分枝で糸状に伸長し，その
後端は上後方を向く．尾鰭は二叉形で小さく，下
葉は上葉よりも長い．

SUOは発光部が暗色で目立たず，円みを帯び
た三角形で小さく，眼の中央よりやや前に位置し，
PTOとは瞳孔径と概ね同じ距離離れる．PTOは
楕円形で大きい．腹鰭起部に発光器はない．IP，
PVと VAVは連続する．また，IAと ACも連続的
で，腹中線に沿って並ぶ．OVと VALは不連続で
発光器の間隔二個分，離れる．OVは胸鰭基底後
端より発光器の間隔一個分，後方から始まり，腹
鰭基底にかけて体側を緩やかに上へ向かい，腹鰭
基底の直前まで等間隔に並ぶ．OVの後端は腹鰭
基底上端を越えない．VALは腹鰭基底よりわず
かに後方かつ OVの最後方の発光器と概ね同じ高
さから始まり，等間隔に並ぶ．VALと ACは連続
的で，VALは臀鰭起部付近で ACに接続する．発
光色は赤紫色．

分布　本種は世界中の中深層から記録されてい
る：北大西洋（Morrow and Gibbs, 1964），西大西
洋［Regan and Trewavas, 1930（カリブ海）；Sutton 
and Hopkins, 1996（メキシコ湾）；Harold, 2003］，
東 大 西 洋［Pappenheim, 1914（24˚41'N, 32˚21'W，
タイプ産地）］， 南大西洋（Morrow and Gibbs, 
1964），インド洋［Gibbs, 1986（ケープタウン沖
と 25˚S, 38˚E）］，南太平洋［Paxton et al., 2006（オー
ストラリア）］，中央太平洋［Harold, 1999；Mundy, 
2005（ハワイ）］，西太平洋［Randall and Lim, 2000
（南シナ海）］，北西太平洋［Parin and Sokolovsky, 

1976（20–38˚S, 138–152˚Eの黒潮域）］．本研究に
より日本（駿河湾）での分布も確認された．
備考　駿河湾産の標本は，腹鰭が体側中央に位

置すること，最大体高が 14.3% SL，背鰭鰭条数
が 14，臀鰭鰭条数が 15，胸鰭鰭条数が 8で胸鰭
基底は連続すること，腹鰭鰭条数が 10，IPが 5，
PV が 16，VAV が 11，AC が 5，OV が 14，VAL
が 11などの特徴が Morrow and Gibbs（1964）や
Gibbs（1986）の B. longipinnisの記載に一致した

Fig. 2.　Fresh specimen of Bathophilus longipinnis (KPM-NI 51769, 123.9 mm SL) collected from Suruga Bay, 
Shizuoka Prefecture, Japan.
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ため，本種に同定された．なお，本標本の脊椎骨
数は 45であり，既知の脊椎骨数 40–44（Barnett 
and Gibbs, 1968；Gibbs, 1986；Table 1）よりもわず
かに多いが，連続するわずか 1個の違いであるた
め，個体変異とみなした．また，本標本の頭長比
は 17.3% SLであり，既知の頭長比 18.0–25.0% SL
［Regan and Trewavas, 1930（"length of head 4 to 5 [in 

SL]"と記載）；Morrow and Gibbs, 1964）］よりもわ
ずかに小さいが，1%未満の差であるため，同様
に個体変異とみなした．本種は腹鰭が体側中央に
位置すること，最大体高が 25% SL以下，脊椎骨
数が 40–45，胸鰭鰭条数が 6–9で胸鰭基底が連続
すること，腹鰭鰭条数が 8–13，IAが 30–33，OA
が 23–25の特徴の組み合わせにより同属他種から
容易に区別される（Barnett and Gibbs, 1968；Gibbs, 
1986；本研究：Table 1）．

Parin and Sokolovsky（1976）は本種を黒潮域か
ら報告したが，藍澤・土居内（2013）は彼らの記
録は詳細な採集位置が不明であることを理由に本
種を日本産種として認めなかった．本研究の標本
は，駿河湾で操業する底曳網によって採集された
ことから，B. longipinnisの日本近海における標本
に基づく初めての記録となる．本種にはこれまで
に標準和名が与えられていなかったため，本標本
に基づき新標準和名アマノガワギンガエソを提唱
する．この名称は本種の OAが緩い弧状を描く様
子や長く伸びた胸鰭と腹鰭が全天に広がる天の川
銀河を連想させることに因む．

Table 1.　Counts of Bathophilus longipinnis

This study
Pappenheim 

(1914)
Regan and 

Trewavas (1930)
Beebe and Crane 

(1939)

Parin and 
Sokolovsky 

(1976)
Gibbs (1986)

KPM-NI 51769 Holotype n = 6 n = 2 n = 1 unknown
SL (mm) 124 26 26–110 48–58 30 –
Counts
 Dorsal-fin rays 14 14 14–16 14–16 16 13–14
 Anal-fin rays 15 15 15–16 15–16 16 12–14
 Caudal-fin rays iv + 18 + iii – – – – –
 Pelvic-fin rays 10 (both sides) 11 11–14 11–14 10 8–13
 Pectoral-fin rays 8 (both sides) 6 6–8 5–8 5–6 6–9
 Vertebrae 32 + 13 – – – – 40–44
Photophores
 Lateral series
  OV 14 – 13–16 14–15 – 14–15
  VAL 11 – 10–12 10–11 – 9–10
  OA 25 – – – – 23–25
 Ventral series
  IP 5 – – 6 – 5
  PV 16 – – 14–15 – 14–16
  VAV 11 – – 11–13 11 11–13
  IA 32 – – – – –
  AC 5 – – 5 – 5–6
  IC 37 – – – – 36–39

Fig. 3.　Schematic drawing of teeth on upper and lower 
jaws in Bathophilus longipinnis (KPM-NI 51769, 123.9 
mm SL) collected from Suruga Bay, Shizuoka Prefecture, 
Japan. Bar indicates 10 mm.
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