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日本藻類学会々則

第 1条 本会は日本藻類学会と称する。

第 2条 本会は藻学の進歩普及を図り，併せて会員相互の速絡並に親l陸を図ること
を目的とする。

第 3条 本会は前条の目的を逮するために次の事業を行う。

1. 総会の開催 (年 1回)
2. 量点類に関する研究会，講習会，採集会等の開催
3. 定期刊行物の発刊
4. その他前条の目的を達するために必要な事業

第 4条 本会の事務所は会長のもとにおく。

第 5条 本会の事業年度は 4月1日に始まり，翌年3月31日に終る。

第 6条 会員は次の 3種とする。

1. 普通会員(謀類に関心をもち，本会の趣旨に賛同する個人又は団体で，役員
会の承認するもの)。

2. 名誉会員(諜学の発達に貢献があり，本会の趣旨に賛同する個人で，役員会
の推 i.l~lするもの)ロ

3. 特別会員(本会の趣旨に賛同し，本会の発展に特に寄与した個人又は団体で，
役員会の推約するもの)。

第 7条 本会に入会するには，住所，氏名(団体名).職業を記入した入会申込書を
会長に差出すものとする。

第 8条 会員は毎年会費印O円を前納するものとする。イ口し.1'，棋会員及び特別会
員は会授を要しない。

第 9条 本会には次の役員をおく。

会長 1名。 幹事若干名。 評議員若干名。

役員の任期は 2ヶ年とし重任することが出来る。但し，評議員は引続き 3期選出さ
れるととは出来ない。

役員選出の規定は別に定める。(附則第 1条~第4条)

木会に名将会長をli'I:くことが山来る。

第 10条 会長は会を代表し，会務の全体を統べる。幹事は会長の1立を受けて日常の
会務を行う。

第 11条 評議員は評議員会を構成lJ， 会の要務に関し会長の諮問にあずかる。評議

員会は会長が招集し，また文字?をもって.これに代えることが出来る。

~ 12 条 木会は定期刊行物「務類」を年3回刊行し，会員に無料で頒布するロ

(附則)
第 1条 会長は閣内在住の全会員の投E去により ，会員の互選で定める(その際評議

員会は参考のため若干名の候納者を倣認するととが出来る)。幹事は会長が会員中よ
りζ れを指名委I属するの

第 2条 評議員の選出は伐の二方法による。

1. 各地区別に会員中より選出きれる。その定員は各地区 1名とし，会員数が 50
名を越える地区では 50名までごとにH司を加える。

2. 総会に於いて会長が会員中より者干名を推隠する。但し，その数は全評議員
の 1/3を越えるととは出来ない。

地区寄jは次の 7地区とする。
北海道地区。東北地区。関東地区(新潟，長野.01梨を含む)0 cl:1部地区(三重を含む)。
近-f民地区。中国 ・四国地区。九州地区(沖縄を含む)。

第 3条 会長及び幹事は評議員を兼任することは出来ない。
鰐 4 条 会長および地区選出の野~a高貝 Iζ 欠員を生じた場合は，前任者の残余期閥次

点者をも って充当する。

第 5条 本会則は昭和 33年 10月26日より施行する。



大花見池湿原のチリモ分布相 (1) 

伊藤市郎*

Ichiro ITO: On the Distribution of Desmids in the Ogemi・ike
Swamps， Nagano Prefecture (1) 

大花見地湿原 (Figs.1，2)のチリモ相については，すでに平野1)によって

1959年6月4日までの資料から 10属57種 (Table1)が報告されている。

筆者は同じ年の 10月13日に調査採集した資料により 10属78種 (Table1， 

11， Figs. 3-9)を見出したので報告する。

大花見池は長野県の北部に位置し，北信の長野市と中信の松本市を結ぶ

線上，標高 900mのところにある。あたりはかなり山深いが各所に部落が

点在し，耕作が行われているためか，かなりの用水池がある。すなわち，信

越緩と中央線との分岐点である篠ノ井市から西南大花見池に達する約 10数

kmの聞には直径数 10mから数 100mに満たぬ小池が50か所くらいある。

そのうち大花見池は比較的大きい方で直径約 300mのやや円形の池である。

Fig. 1. 長野県更級郡篠ノ井市近辺略図

* 群馬県立境高等学校

Sakai Senior High School， Sakai-machi， Sawa-gun， Gunma Prefecture 
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42 藻類第 14巻第2号 昭和 41年 8月

Fig. 2. 大花見池の閲北部を示す中央は島

地形図 (1/5万)によれば，ここは直径約数 100m の小規模な湿原になって

おり ，池の音1)分はごくわずかである。筆者が調査したときには，湿原は池の

南側の傾斜地のわずかな部分と西側とだけであっ た。池には， 中央部よりや

や西にかたよったところに，カンパその他の雑木林からなる小島があり ，こ

れより 北側の池の流出 口の近くに泥炭層の破片が数か所に浮いているのが認

められた。 小島の南側には，スイレンなどの水生植物が生育していた。湿原

の部分はミスコ‘ケ，モ ーセンゴケ，ヨ ‘ン，シダその他の植物が分布 してい

た。池の西側の湿地帯の泥炭層を竹の棒で突きさしてみたとこ ろ，西端で約

1m，池の方に 10m くらい入った池水が浸入しているところでは深さは約

Fig. 3. Desmids col!ected in 

the Ogemi-ike swamps (1) 
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Fig. 4. Desmids collected in 

the Ogemi-ike swamps (2) 



伊藤: 大花見池湿原のチリモ分布相 (1) 43 

L5mであった。池の南側の湿原は比較的急傾斜で山からの流入水があって，

小さなミズゴケ湿原となっていた。そして，これら湿原や池は北側の流出口

Fig. 5. Desmids collected in 

the Ogemi・ikeswamps (3) 

Fig. 7. Desmids collected in 
the Ogemi・ikeswamps (5) 
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Fig. 6. Desmids collected in 

the Ogemi-ike swamps (4) 

Fig. 8. Desmids collected in 
the Ogemi-ike swamps (6) 
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Fig. 9. Desmids collected in 
the Ogemi・ikeswamps (7) 

第2号

近くを除いては周囲が，小高い山によって

固まれている。

ここの湿原に関する研究の報告が見あ

たらないので，湿原と池との形成過程につ

いては不明である。多分，数千年前に山の

ゆるい傾斜地か，一寸した窪地の水たまり

にミズゴケからなる湿原の形成が始まり，

2-3mの泥炭層が形成された。その後，傾

斜地の下側に堤がもうけられて水田用水池

として貯水され，近年ますます池水が増し

て湿原をおおうようになって泥炭層を破壊

しつつあるように考えられる。

チリモの資料は，これら西側および南

側の湿原でミズゴケをしぼり，また池水か

らプランクト Y ネ y トで浮遊物を採集し

た。ホルマリンで固定保存した資料でチリモを鏡検したところ Table1， II， 

Figs. 3-9に示した 10属78種が分布することがわかった。 これは，チリモ

第 14巻類藻44 

The distribution of desmids in 1959 (HIRANO & ITO) 

ほ叫oJ.T品目

Table 1. 
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Species 

Cylindrocystis brebissonii var. minor 

Netrium di以tus

Ne. d，信'Itusvar. lamellosum 

Penium 71ωrgritaceum 

Pe. polymorphum 

Closterium navicula 

Cl. libellula 

Cl. libellula var. intermedium 

Cl. gracile 

Cl. rostratum 

Cl. parvulum 

Cl. caloゆorumvar. brasiliense 
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- 5ー

+
+
+
+
+
 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+
+
+
+
 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

Cl. dianae var. pseudodiance 

Cl. juncidum 

Cl. intermedium 

Cl. striolatum 

Cl. stri・'olatumvar. b07-gei 

Cl. angustatum 

Cl. costatum 

Cl. costatum var. westii 

Cl. cynthia var. jenneri 

Cl. nematodes 

Pleurotaenium trabecula 

Pl. trabecula var. rectum 

Tetmemorus granulatus 

Cosmarium goniodes 

Co. clevei 

CO. cucurbita 

Co. globosum f. minor 

Co. australe 

Co. COn1latum 

CO. zonatum 

Co. amoenum 

Co. n~仲間icum

Co. elegantissimum f. minor 

Co. stritatum 

CO. contractum 

Co. obsoletum 

Co. obsoletum var. sitvense 

Co. auriculatum 

Co. pachydennum 

CO. pachydenπU1l! var. heptagonum 

Co. undulatum var. crenulatum f. kriegeri 

Co. obtusatum 

Co. lundellii var. circulare 
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Species 
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Co. lundellii var. ellipticum 

Co. pokornyanum 

Co. succisum 

Co. Hammeri var. protubermzs 

Co. nymannianum 

Co. granatum 

Co. subtumidum 
+
+
+
+
 

+
+
+
 

+ 
+ 

+ 
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+
+
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+
+
+
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+
 
+
+
+
 

+ 

+ 
+ 

Co. subtumidum var. klebsii 

Co. pseudopyramid包tum

Co. pseudonitidulum var. validum 

Co. pyramidatum 

Co. lapponicum var. ltlldulatum 

Co. quadratum 

Co. angulosum 

Co. regnesi 

Co. sinostegos var. obtusins 

Co. quadrifarium f. hexasticlza 

Co. P07τz・anum

Co. portianum var. nephroideum 

Co. sphaeroideum 

Co. geminatum 

Co. reniforme var. elevatum 

Co. sikhimense 

Co. tetraophthalmum 

CO. margarit俳rum

Co. blyttii 

Co. quadrum 

Co. binum 

Xanthidium cristatum var. uncinatum 

Xa. autilopaeum 

Euast叩 m lutkemulleri var. carniolicum 

Eu. binale var. sectum 

Eu. sublobatum 
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Species |民甥91oA59
Eu. ansatum 

Eu. ansatum var. pyxidatum 

Eu. sinuosum var. gennanicum 

Eu. sinuosum var. SC7・'Obiculatum

+ +
+
 

Eu. oblongum 

Micnω加治spinnatifida 

Mi.ゐ'cemゐutate

Mi. rotata 

Staurastrum muticum 

St. coarctatum 

St. pachyrhynchum 

St. dilatum 

St. dilatatum var. hibernicum 

St. dickiei 

St. apiculatum 

St. cuspidatum 

St. quadrangulare 

St.lunatum 

St. denticulatunl 

St. simonyi 

St. tel俳rum

St. i・'otanumvar. longatus 

St. tetracerum f. trigon頃

St. excarvatum var. minimum 

St. johnsonii 

St. ps，開 dosebaldivar. simplicius 

St. zonatum var. ceylanicum f. conve穆rms

St. vestitum 

St. vesti・tumvar.ゅ，lendidum

Desmidium swartzii 

+ 
+ +

+
+
+
 + 

+ 

+ 
+
+
+
 +

+
+
+
+
 +

+
+
 + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

Total species 112 57 78 
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Table II. List of dismids collected in October， 1959 (ITO) 

1. Cylindrocystis Brebissonii var. minor W. & G. S. WEST in H. 1: 17， 

Pl. 1， f. 12. 1955 (Fig. 3， 1) 

2. Netrium digitus (EHRENB.) ITZIG & ROTHE in H. 1: 18， Pl. 1， f. 7. 1955 

(Fig. 3， 2) 

3. Ne. digitus var. lamellosum (BREB.) GRONBL. in H. 1 : 19. Pl. 1， f. 8. 1955 

(Fig. 3， 3) 
4. Penium polymorphum PERTY. in H. 1: 28， Pl. 2， f. 19， 1955 (Fig. 3， 4) 

5. Closterium li司"ellulaFOCKE in H. 1: 33， Pl. 4， f. 21， 1955 (Fig. 3， 5) 

6. Cl. gracile BR草B.in H. 1: 35， Pl. 6， f. 8-10， 1955 (Fig. 3， 6) 

7. Cl. rostra如 m EHRENB. in H. 1: 42， Pl. 6， f. 2. 3， 1955 (Fig. 3， 7) 

8. Cl. caloψorum WITTR. var. brasi万'enseBoG. in H. 1: 44， Pl. 4， f. 11， 

羽田 (Fig.3， 4， 8) 
9. Cl. juncidum RALFS in H. 1: 50. Pl. 8， f. 16， 1955 (Fig. 3， 9) 

10. Cl. inte7初 ediumRALFS in H. 1: 50， Pl. 6， f. 6， Pl. 8， f. 14， 15， 1955 

(Fig. 4， 10) 
11. Cl. sl付'olatumEHRENB. in H. 1 :50， Pl. 7， f. 10-12， 1955 (Fig. 4， 11) 

12. Cl. striolatum var. bo得'ei(Fig. 4， 12) 
13. Cl. angustatum KUTZ. in H. 1: 52， Pl. 7， f. 3， 1955 (Fig. 4， 13) 

14. Cl. costatum CORDA in H. 1: 53， Pl. 8， f. 5， 1955 (Fig. 5. 14) 
15. Cl. costatum var. westii CUSHMAN in H. 1: 53， Pl. 8， f. 4， 1955 (Fig. 5， 

15) 

16. cl. Cynthia var. jenneri (RALFS) KRIEGER in H. 1: 54， Pl. 7， f. 7， 1955 

(Fig. 3， 16) 
17. Pleurota四 iumtrabecula (EHRENB.) NλG. in H. 2: 62， Pl. 10. f. 5， 8， 11， 

1956 (Fig. 6， 17) 

18. Tetmemorus granulatus (B話B.)RALFS iil H. 2: 75， Pl. 15， f. 56， 19田

(Fig. 6， 18) 
19. Cosmarium goni・'odesW. & G. S. WEST in H. 2: 78， Pl. 15， f. 9， 10， 1956 

(Fig. 4，19) 

20. Co. clevei (LUND.) LUTKEM. in H. 2: 80， Pl. 16， f. 22， 1956 (Fig. 4， 20) 
21. Co. cucurbita BpEB. in H. 2: 81， Pl. 16， f. 5， 6， 20， 1956 (Fig. 4， 21) 

22. Co. globosum f. minor BOIDT. in H. 2: 83， Pl. 16， f. 19， 1956 (Fig. 4， 

22) 

23. Co. australe (RACIB.) LUTKEM. in H. 2: 86， Pl. 15， f. 7. 8，1956 (Fig. 4， 23) 

24. Co. connatum BREB. in H. 2: 88， Pl. 16， f. 17， 1956 (Fig. 5， 24) 

25. Co. zonatum LUND in H. 2: 90， 4: ， Pl. 17， f. 2， 1956， 1957 (Fig. 4， 25) 
26. Co. amoenum BERB. in H. 4: 92， Pl. 18， f. 3， 1957 (Fig. 4， 26) 
27. Co. n争.pom・'cumHmANO in H. 2: 93. 4: ， Pl. 18， f. 6， 1956， 1957 (Fig. 
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伊藤: 大花見池湿原のチりモ分布相 (1)

4，27) 

28. Co. elegantissimum LUND. f. minor WEST in H. 2: 93， 4: ， Pl. 18， f. 8， 

1956， 1957 (Fig. 5， 28) 
29. Co. stritatum NλG. in H. 2: 92， 4: ， Pl. 18， f. 1， 1956， 1957 (Fig. 6， 29) 

30. Co. contractum KIRCHN. in H. 2: 98， 4: ， Pl. 20， f. 2， 1956， 1957 (Fig. 5， 

30) 

31. Co. obsoletum (HANTZSCH) REINSCH. in. 4: 104， Pl. 21， f.4， 1957 (Fig. 5. 
31) 

32. Co. obsoletum var. sitvense GUTW. in H. 4: 110， Pl. 21， f. 5， 1957 (Fig. 

6，32) 
33. Co. auriculatum REINSCH. in H. 4: 110， Pl. 17， f. 12-14， 1957 (Fig. 6， 33) 

34. Co. pachydermum LUND. in H. 4: 112， Pl. 22， f. 1， 1957 (Fig. 7， 34) 

35. Co. pachydermum var. heptagonum GRONBL. in H. 4: 113， Pl. 22， f. 3， 

1957 (Fig. 7， 35) 

36. Co. undulatum var. crenulatum f. kriegeri HIRANO in H. 4: 117， Pl. 20， 
f. 15， 1957 (Fig. 6， 36) 

37. Co. obtusatum SCHMIDLE. in H. 4: 117， Pl. 19， f. 11. 1957 (Fig. 7， 3η 

38. Co. lundellii DELP. var. circulare (REINSCH.) KRIEGER. in H. 4: 120. Pl. 

22， f. 10， 1957 (Fig. 7， 38) 

39. Co. lundellii DELP. var. ellipticum WEST in H. 4 : 120. Pl. 22， f. 8， 1957 
(Fig. 7， 39) 

40. Co. pokornyanum (GRUM.) W. & G. S. WEST in H. 4: 125， Pl. 24， f. 26， 

1957 (Fig. 6， 40) 

41. Co. hammeri REINSCH. var. protuberans W. & G. S. WEST in H. 4: 

127， Pl. 20， f. 20， 1957 (Fig. 6， 41) 

42. Co. granatum BREB. in H. 4: 129， Pl. 20， f. 25， 1957 (Fig. 6， 42) 

43. Co. subtumidum NORDST. in H. 4: 132， Pl. 20， f. 7， 1957 (Fig. 6， 43) 

44. Co. subtumidum var. klebsii (GUTW) W. & G. S. WEST泊 H.4: 133， 
Pl. 20， f. 9 1957 (Fig.7， 44) 

45. Co.ρ.seudopyramidatum LUND. in H. 4: 134， Pl. 23， f. 5， 1957 (Fig. 7， 45) 

46. Co・pyram幼 uumBREB. in H. 4: 135， Pl. 23， f. 10-12， 1957 (Fig. 7， 46) 

47. Co.la点tonicumBoRGE. var. undulatum BoRGE. in H. 4: 136， Pl. 23， 

f. 20， 1957 (Fig. 6， 47) 

48. Co. quadratum RAl.FS in H. 4: 143， Pl. 24， f. 5， 6， 1957 (Fig. 8， 48) 

49. Co. angulosum BREB. in H. 4: 150， Pl. 24， f. 16. 17， 1957 (Fig. 6， 49) 

50. Co. sinostegos SCHAARSCHM. var. obtusius GUTW. in H. 4: 156， Pl. 25， 

f. 8， 9， 1957 (Fig. 6， 50) 

51. Co. quadrifarium LUND. f. hexasticha (LuND.) NORDST. in H. 5: 167， 

Pl. 26， f. 2. 1957 (Fig. 7， 51) 
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53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 
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64. 
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67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 
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Co. portianum ARCH. var. nephroideum WITTER. in H. 5: 172， Pl. 26， 
f. 11， 1957 (Fig. 7. 52) 
Co. sp加eroideumWEST in H. 5: 174， Pl. 27， f. 2. 1957 (Fig. 7， 53) 
Co. reniforme (RALFS) ARCH. var. elevatum W. & G. S. WEST in H. 

5: 176. Pl. 26， f. 15. 1957 (Fig. 8， 54) 
Co. sikhimense TURNER. in H. 5: 181， Pl. 27， f. 11， 1957 (Fig. 8， 55) 
Co・tetraopht，加 lmumBREB. in H. 5: 189， Pl. 27， f. 24， 1957 (Fig. 8， 56) 
Co. ma1宮'tZrit俳rumMENEGH. in H. 5: 190， Pl. 28， f. 3， 1957 (Fig. 8， 57) 
Co. blyttii WILLE. in H. 5: 193， Pl. 28， f. 29， 30， 1957 (Ffg. 8， 58) 
Co. qωdrum LUND. in H. 5: 201. Pl. 28， f. 34， 1957 (Fig. 8， 59) 
Euastrum 11伽 tkemfJ.lleriDuc. var. carniolicum (LOTKEM.) KRIEGER in 

H. 7: 228， Pl. 33， f. 13， 1959 (Fig. 8， 60) 
Eu. binale var. sectum TORNER in H. 7: 230， Pl. 37， f. 8， 14， 1959 (Fig. 
8，61) 

Eu. ansatum EHRENB. in H. 7: 244， Pl. 31， f. 3， 1959 (Fig. 8， 62) 
Eu. ansatum var.のほid包tumDELP. in H. 7: 245， Pl. 31， f. 1， 1959 (Fig. 
8，63) 

Eu. sinuosum var. germani・'cum(RACLB.) LOTKEM. in H. 7: 251， Pl. 32， 
f. 4， 1959 (Fig. 8， 64) 
Eu. oblongum (GREV.) RALFS in H. 7: 255， Pl. 31， f. 11， 1959 (Fig. 9， 
65) 
Micrasterias pinnat析da(KUTZ.) in H. 7: 268， Pl. 34， f. 9， 1959 (Fig. 9， 
66) 

Mi. decemdeutate N.λG. in H. 7: 269， Pl. 35， f. 5， 1959 (Fig. 9， 67) 
Mi. rotata (GREV.) RALFS in H. 7: 277， Pl. 35， f. 1， 1959 (Fig. 9， 68) 
Staurastrum pachyrhynchum NORDST. in H. 7: 288， Pl. 37， f. 21， 1959 
(Fig. 8， 69) 
St. diltatum EHRENB.泊 H.9: 297， Pl. 39， f. 1， 1959 (Fig. 8， 70) 
St. diltatum var. hibernicum W. & G. S. WEST in H. 9: 297， Pl. 39， 

f. 2， 1959 (Fig. 9， 71) 
St.ゐnticulatum(NAG.) ARCH. in H. 9: 315， Pl. 40， f. 21， 1959 (Fig. 9， 
72) 

St. simonyi HEIMERI. in H. 9: 319， Pl. 41， f. 9， 1959 (Fig. 9， 73) 
St. tel俳rumRALFS in H. 9: 322， Pl. 41， f. 14， 1959 (Fig. 9， 74) 
St. excavatum W. & G. S. WEST var. minimum BRENARD. in H. 9: 354 

Pl. 44， f. 17， 1959 (Fig. 9，75) 
St. pseudosebaldi WILLE. var. simplicius WEST in H. 9: 365， Pl. 46， f. 
9， 1959 (Fig. 9， 76) 
St. zonatum BoRGES var. ceylanicum W. & G. S. WEST f. c，開 vergens
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伊藤: 大花見池湿原のチリモ分布相 (1) 51 

KRIEGER in H. 9: 366， Pl. 48， f. 9， 10， 1959 (Fig. 9， 77) 

78. St. vestitum var. splendidum GRONBL. in H. 9: 375， Pl. 50， f. 5， 1959 

(Fig. 9，78) 

Table III. The frequency of occurrence of species of desmids， 
in Oct. 1959 (ITO) 

Genus Species/Total 
specles |ゅ|同dual/To旬1Iゅ

Cylindrocystis 1 1.3 2 0.12 

Netrium 2 2.6 60 3.54 

Penium 1 1.3 2 0.12 

Closterium 12 15.8 411 24.30 

Pleurotaenium 1 1.3 59 3.48 

Tetmemorus 1 1.3 9 0.53 

Cosmarium 41 52.5 837 49.50 

Euastrum 6 7.7 234 13.80 

Micrasterias 3 3.9 17 0.10 

Staurastrum 10 12.8 61 3.60 
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の比較的豊富な水域と言える。 Dominantは鏡検総個体数 1692個体 (Table

III)中174個体 (10.3%)を占めている Cosmariumpseudopyramidatumで

あった。それに次ぐものとしては Co.globosum f. minor，とClosterium

intermediumでそれぞれ 153個体 (9.05%)，132個体 (7.8%)であった。

筆者の鏡検したチリモ相と平野によって報告された種と比較してみると

必ずしも一致しない。平野の報告にあり，筆者が確認できなかった種は 30

種である。筆者が新たに見出した 51種におよんでいる。 これらを整理する

と12属 112種のチリモが，大花見池湿原に分布することになる。

筆者の調査によるチリモ分布相の特徴は，湿原種 (swamps)，湖招種

(lakes)とミズゴケ湿原種 (sphagnum-moorand sphagnum-bog) の3つの

typeからなることである。すなわち，湿原種では，Netrium digitus， Penium 

margaritaceum， Pe. polymorphum， Closterium libellala v紅 .intermedium， 

Cl. intermedium， Cl. striolatum， Cl. cynthia var. jenneri， Pleurotaenium 

trabecula， Cosmarium connatum， Co. amuenum， Co. contractum， Co. ob-
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sol，的 tm，Co. pachydermum， Co. hamme7"i var. protuberans， Co. succisum， 

Co. gr十'anatum，Co.ρ'seudopyramidatum， Co. margaritiJerum， Co. b1yttii， 

Co. binum， Xanthidium cristatum v低 uncinatum，Xa. anti10j抑制m，Eu-

astrum ansatum var.ゑyxidatum，Eu. sinuosum var. scrobicu1atum， Mi-

crasterias Pinnatifida， Mi. decendeutate， Staurastrum muticum， St. di1-

tatum， St. apiculatum， St. telすも'rum，Desmidium swartzii，等があげられ

る。湖沼種で，C10sterum navscu1a， Cl. gracile， C1. parvulum， Pleurotaen-

ium irabecula， Cosmarium ob抑制tum，Co. lundellii， Co. hammeri v紅.

protuberans， Co. succisutit， Co. angulosum， Co. quadrifarium f. hexasticha， 

Staurastrum COa1"ctatum， St. aPiculatum， St. tetracerum f. t1"igona，等が

あげられる。 ミズゴケ湿原種では，Netrium digitus， Penium polymol'phum， 

Closterium gracile， Cl. intermedium， Cl. striolatum， Tetmmwrus gア'anu-

latus， Cosmarium cucurbita， Co. globosum f. minor， Co. subtumidium， 

Co. pseudopyramidatum， Co. quadr~向1"ium f. hexasticha， Euastrum sub-

lobatum， Staurastrum simonyi等があげられる。

大花見池湿原のチリモ分布相 (2) 

伊藤市郎*

Ichiro ITO: On the Distribution of Dmseids in 
the Ogemi圃ikeSwamps， Nagano Prefecture， 11 

大花見池湿原のチリモ相は豊富なためか，従来，日本産としては，稀産

種とされているものがかなり分布しているのは注目される。 例えば，C1o-

ster似，m libellala， Cl. juncidum C1. angustatum， Cl. costatum， Cosmarium 

goniodes， Co. e1egantissimum f. minor， Co. auri・'cu1atum，Co. pachyde7num 

var. heρ'tagonum， Co. undulatum， var. crenulatum f. kreige7"， Co. subtum-

t'dum var. k1ebsii， Co. lapponicum var. undu1atum， Co. sphaeroideum， 

* 群馬県立境高等学校

Sakai Senior High School， S唱kai-machi，Sawa-gun， Gunma Rrefecture 
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伊藤: 大花見池湿原のチリモ分布相 (2) 53 

Etωstrum sinuosum var. germanicum， Staurastrm dilatatum var. hiber-

nicum， St. denticulatum， St. excavatum var. minimum， St. pseudosebaldi 

V也 simplicius，St. zonatum var. ceylanicum f. convergens， St. vestitum 

V釘 .spleudidum等がそれである。しかも，これらも最近，筆者等3叫が，

大花見池湿原の他，長野県の白樺湖の湿原，車山湿原，八島ヶ原湿原，群馬

県の嬬恋湿原，野反池，大峯沼，茂林寺沼，赤城覚満淵湿原，玉原湿原，近

藤沼や新潟県の妙高高原イモリ池，小地谷のコオリドの池等で報告したこと

を考えれば， 日本における稀産種といっても，研究者が多くなって研究が進

むと，あんがし、普遍種となるべきものも多いことだろう。

筆者はチリモ群落の研究の際，種類数，個体数共に多い属をもって，そ

の標徴種として表わし，また，その遷移について論じてきた。ここでは，少

し角度を変えて前述のように，チリモの生育環境に応じた種類別にわけて論

じてみたい。大花見池には，湿原種， ミズゴケ湿原種と湖沼種が混入し，日

本稀産種がかなり分布することから，過去においてここのチリモ相はかなり

変動してきたものと推定しその過程と原因について，次のように考えてみ

た。すなわち，前述のように，チリモの生育環境である水域が， ミズゴケ湿

原一一(貯水トー→湿原ー→池一一(更に貯水量が増しト→湖沼(自然における

湖沼の一生とは，逆行，近年における人工湖ほどではないが)というように

遷移するのにともなって，チリモ群落が次のような遷移を示したのではなか

ろうかと考えられる。

均砂hアm………mo叩 O∞o…叫 一

Swamps type (pH 4.9一-6.β8紛).口….日.. ….日.(In1凶95印9)l D o m i n a n t : C… r仰 ρ戸S抑捌ωωm仰eud，ゆdゐ0ρ川 ?ηM似ωu必仇i必均d向αt印u仰仰ll1

Lakes type (pH 6.5-8.5) 

Subdominant: Co. globosum f. minor， 
Closterium intermedium 

現在， swamps typeの種類が多く，しかも dominant，subdominantの

種がそれに属すること，平野は pH6.7を測定しており，筆者はミズゴケ湿

原中で pH5.4を測定している。以上のことから筆者は現在の大花見池を

swamps typeの時代とする。平野もこれにいれている。また，現在，湖沼種

もかなり分布していることから，貯水量がこれ以上増せば lakestypeの時代

へとチリモ群落が遷移するものと推定される。
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54 藻類第14巻 第2号昭和41年8月

このことを確認するたにめは続けて調査研究することが必要である。

群落の遷移に関する研究は高等植物についてみるとかなりあるが，藻類

やプラ γクトシに関するものは少ない。チリモについては掘および筆者の群

馬県多々良沼 (1959)や長野県八島ヶ原 (1959)だけであり，プラ γクト γに

ついては，人工湖におけるプラシクトシの遷移に関するもので，上野 (1951)，

五味 (1965)のもののみである。実験的なものでは栗原 (1960)の竹筒の中の

プラ γクトシの遷移があるが，これは注目される。筆者も自然界のものを調

査するかたわら，実験室内の水槽中でのチリモなどの遷移にそいて試みてい

るが，チリモについては培養が困難なため思うようにならない。培養がどん

どん出来るようになって，人工的な湖沼地湿原のような装置を考案し環境条

件を自由にコントロール出来るような実験が可能になれば，自然界における

長年月にわたる遷移もたやすく解明されるのではなし、かと考えられる。

前述のように大花見池のチリモ相を属ごとに見れば，鏡検総個体数の

49.5%を占めた Cosmarium属が標徴種となる。

チリモ以外の藻類では diatom，Scenedesmus， Pediastrum， Peridinium 

等がみられました。

最後に，種の同定をして下された京都大学教養部平野実博士，日頃，筆

者の研究のために御便宜をお与え下され，御指導下さっている群馬大学学芸

学部堀正一博士，山田義男博士に対して感謝申し上げる。

Summary 

. 1. Specimens were collected in Ogemi-ike swamps， alt. 900 m lying north of 

Nagano Prefecture. Ogemi-ike swamps are characterized by the presenωof a large 

pond which is formed of Sphagnum-moor by the action of water current. The pH 

value of the Sphagnum・moorshowed 5.4. 

2. 1n the present report， 10 genera and 78 species of desmid are shown in 

Table 1-3， comparing with the HIRANO's list. 

3. Desmid B.ora found in the Ogemi・ikeswamps can be divided into three 

types; swamp type， Sphagnum-moor type and lake type. 
4. The desmid B.ora in Ogemi-ike swamps seems to the writer to have suc-

ceeded the process in the past as follows: Sph勾"num-moortype→swamp type→ 

lake type. 

5. At present， desmid B.ora at this locality bears the swamp type character. 
6. Dominant species is Cosmarium pseudopymmidatum and sub-dominant ones 
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are Co. globosum f. mimere and Closterium intelmedium. 
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日本産の Scenedesmusabtmdans (KIRCHNER) 

CHODAT，および，その二変種について

荒井修二*

S. ARAI: Notes on Scenedesmus abundans (K1RCHNER) 
CHODAT and its two varieties in Japan. 

Scenede.抑制は，淡水産プラ γクト γとして，ごく普通に見られる縁藻

類のー属である。筆者は数年来，関東地方の平野部の池沼を中心に，全国各

地から採集した此の属のものについて，いろいろの面から研究を続けてきた

が，本属には，その形態的な面で幅広い変異性がみられること，また水質が

種の生育や分布に密接な関係があることなどについて多くの資料をうること

ができた。

そこで今回は， Scenedesmusの中から，特に本邦では報告の少ない S.

abundance (KIRCI到限)CHODATをえらび，その基本種と， var. longicauda 

G.M.SMITHおよび， var. spicatus (W. & G. M. SMI君主の二変種について，

牟 埼玉県立春日部高等学校KasukabeSenion High School， S岨itamaPrefecture， 
Japan. 
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その採集地および形態的な変異性について報告する。なお，ここで報告する

前記の二変種は，いづれも日本新産種である1)，4)，5)。

採築地と資料:筆者が各地から採集した多数の資料の中で Scenedesmus

属の入っていたのは 700近いものがあるが，そのうちで， S. abundans，お

よび上記の 2変種を検出できた資料はつぎの通りで， M-051などの番号は筆

者の資料整理番号である。 また， ( )内に採集年月，および資料採集時に測

定した水素イオン濃度と水温を夫々 pH，Tとして記した。なお，本研究に

用いた材料はすべて 3%ホルマリンで固定し筆者の勤務する春日部高学に保

存しである。

1) M-051一千葉県成田市，印幡沼。 (1964，VIII; pH=6.8; T=280C) 

2) M-057一埼玉県岩槻市，慈音寺沼周辺の池沼。 (1964，IX; pH = 6.6 ; 

T=270C) 

3) M-067一埼玉県春日部市，鹿島池。 (1964，IX; pH=6.6; T=260C) 

4) M-070一埼玉県春日部市，鹿島池。 (1964，X; pH=6.8; T=210C) 

5) M-075一埼玉県浦和市，別所沼。 (1965，11; pH=6.8; T=90C) 

6) M-081ー埼玉県大宮市，庭池。 (1965，11; pH=6.8; T=lOoC) 

7) M-089一埼玉県岩槻市，庭池。 (1965，11; pH=7.4; T=10oC) 

8) M-113一埼玉県大宮市，小池。 (1965，VII; pH=7.0; T=290C) 

9) M-116一埼玉県春日部市豊春，養魚池。 (1965，V; pH6.8; T=20oC) 

10) M-137一埼玉県春日部市，小池。 (1965，VII; pH =一;T=30oC) 

11) M-152ー埼玉県春日部市，防火用水。 (1965，X; pH=6.2; T=140C) 

12) M-154ー埼玉県越谷市，久伊豆神社池。 (1965，X; pH =ー T=

20oC) 

13) M-155ー埼玉県岩槻市，慈音寺沼周辺の水因。 (1965，X; pH =6.2 ; 

T=180C) 

14) M-158ー兵庫県姫路市，姫路城堀。 (1965，XI; pH =ー T=ー)

上記採集地の池沼は， M-158を除いてすべて関東平野の低地帯にあっ

て，いずれも近辺の人家からの下水や工場廃水が流入していたが，それらの

中でも M-067，M-070， M-Q89， M-116の資料を採集した池招の汚染は特に

著るしかった。

一般に Scenedesmusは，有機質にとむ富栄養性の湖沼に多く観察さ

れ2)，3)，11)，緑藻類の Ankistrodesmusfalcatus A. longiss抑 制 Closteriumac-
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erosumなどと共に富栄養型池招の指標種とみなされている九関東平野部の

池沼は湖沼学的には富栄養型池沼であるうえ，最近特に工場や人家の進出に

伴なって，それからの廃水による著しい汚染傾向がみられるが，此の事も

Scenedesmusが多い一つの原因と考えられる。

また，筆者が採集した資料の中で Scenedesmus属の入っていたもの・は

約700あるが，その中，採集期が 2月と 10月のものが最も多く，全体の約

50%を占めており，しかも，それらの採集時に測定した pHは6.2-7.4，水

温は約lQO_200Cであった。この事から，前に述べたような池沼の富栄養化

の他，水温と pHもSCenedes1仰 s属の発生に影響する重要な条件のーっとも

考えられる。

つぎに，S. abundans，および2変種が筆者の全体の資料から検出され

た割合を，他の 5種の Scenedesmusと比較すると Table1のようになるが，

T'able 1. Scenedes抑制の検出資料数比較

Species 

S. abundans 

S. abundalls var. sρicatus 

S. abundans v釘 .longicauda 

S. qωdricauda 

S. dimoゅhus

S. opoli，四 sis

S.longi.ゅina

S. armatus 

I ~fHUn!( I * tillUll!( I検出率採集資料数 検出資料数|
(%) 

700 13 1.9 

700 2 0.3 

700 1 0.1 

7∞ 70 10.0 

7∞ 36 5.1 

7ω 23 3.3 

7∞ 20 2.9 

700 14 2.0 

これから明らかなように，S. quadricauda， S. dimorphus， S. opeliensisなど

にくらべると，S. abundansとくに， var. longicauda var. spicatusの2変

種はその検出率が極めて低い。

S. abundansは我が国では，上野益三氏によって択捉島内保沼1)と水野

寿彦氏によって山形県蔵王杯湖5Lおよび山岸高旺氏によって埼玉県長瀞岩

石園切から報告されているだけであるが*このことと Table1に示した検

本篠原氏によって報告されている S.abundans var. asymmetrica.はへその図から S.
abundansの基本種とみられる。
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東'1~2 \バ~ ~ ~.J' 4 

~ 、、、JJd/p 
、、、
6 

刻主8

鱒 15糠 16

加 相聞がひ%・可-職場訟調珊.. "l:>切説、a均電罰 4

Figs， 1-18， 1-10， 16. Scendesl/l.us abundans (KIRCI-INER) CI-IODAT 

11-13， 17. S. abulIdans var. longicauda G. M. SMITI-I 

14-15， 18. S. abundalls var. spicatus (W. & G. S.WEST) G. 
M. SMITI-I. 
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荒井:日本産の Scenedesmusahundans (KIRCHNER) CHODATおよびその二変種 59 

出率とから考えあわせると S.abundansおよびその 2変種は，本邦では稀産

のものであると思われる。

種についての観察事項:次に前記の各地から採集された S.abundans 

および V釘 .longicauda， var. spicatusについての観察事項を述べる。

1. Scenedesmus abundans (Km佃 NER)CHODAT; SMITH8) 465， Pl. 30-

31， f. 133-140; SMI'I羽町 157，Pl. 39 f. 23-25， Pl. 40， f. 3-8! SMIτ宮町 272，

f. 191-G; MIZUN05) 204， Pl. 76， f. 11-12; YAMAGI:盟 112)48， Pl. 1， f. 26. 

Coenobiumは平板状で4個の細胞が並んでいるのが普通で・あるが (figs.

5-10)，時として 2個の細胞からなる場合も見られる (figs.1-4)。

Coenobiumをつくる各細胞は，卵形か長楕円形のものが多い。両端の

細胞は，いずれも両極と外側面に数本の Spineをもっ。 4細胞のものでは，

中央の細胞も両端に 1.....2本の Spineをもつものが多い (figs.6-8)。大きさは

細胞で横 3.....5μ，縦 9.....121-'， 4細胞からなる Coenobiumで 9.....12x12

.....20μ のものが多い。 Spineの長さは，両端細胞の両極のもので 6.....81-'， 側

面のもので 3.....51-'， 中央細胞の両極のもので2μ ぐらいである。この基本種

で怯，各細胞が両極に Spineをもつほか側面にも多くの Spineをもつが，

その Spineいづれもが，Coenobiumをつくる 1個の細胞の長径と同じかそ

れよりも短いのが特徴である。

観察した資料-Mー051，M-05 7， M-070， M-075， M-089， M-113， M-

116， M-133， M-137， M-152， M-154， M-155， M-158。

前記 14の資料の中で，以上 13の資料から検出された。なお，この種は

資料の採集データから明らかなように， 12月.....1月の低温時を除いて殆んど

通年観察できた。筆者が観察した個体は，いずれも G.M.S岨官王8)，9)が示し

たものより細胞の幅がせまく， coenobiumの大きさも楠々小さいものが多

い。また， M-089から検出された個体(五gs.4-9)だけは，いずれも S阻世王

が報告しているものに比較して，なお，筆者が他の資料から検出した個体

(figs. 1.....3， 10)のものに比較しても太い Spineをもっている。このような傾

向は，次の V紅 .longicauda (五gs.11-13， 18)についてもみられた。 Spineの

太さが生育地の水質などと関係があるかどうか詳かではないが，現在， M-

089の池の水をそのまま用いて培養を行ない検討中である。

2. S. abundans var. longicauda G. M. S阻 τ賀町 467，Pl. 30， f. 121-125; 

S阻 τ'H9)157， Pl. 39， f. 26ー27;MIZUN05) Pl. 76， f. 13. 
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大きさは，細胞で 3-4x8-10μ4細胞からなる coenobiumで8-10

X12-15μ である。 Spineは長く両端細胞の極のもので 0-12μ，側面のも

のでも 5-7μ もある。

観察した資料-M-089。

採集資料中で検出できたものは M-G89のみであったが，個体数は比較

的多観察された。形態は基本種と似ているが， Spineの長さが細胞の長径よ

り長いのが特徴である。 また，基本種よりは細胞， coenobiumともに小さ

い。筆者が観察した個体は，いづれも G.M. SMITHの記載のものと大きさ

の点で殆んど一致しているが， Spineが異常に太いものがみられたことは既

に述べた (figs.11-13， 18)。

3. S. abundans var. spicatus (W. & G. S. W回 T)G. S. SMITH8) 468， 

Pl. 31， f. 141-1460 

大きさは，細胞で 3-4x7-10μ，4細胞からなる coenobiumで 7-10

x12-16μ， Spineは短くいづれも 2-2.5μ 程度である。

観察した資料-M-070，M-0.81。

検出資料数は 2個であるが，個体数では上述の 2種より極めて少ない。

この種も基本種と類似しているが，両端細胞がし、づれも 5-7本の Spineを

もつこと，および Spineの長さがし、づれも細胞の幅より短かし、特徴をもっ。

筆者の観察によれば，本種の特徴を示す Spineの数や長さは， G.M.S阻叩

が Wisconsin州 YahanaRiverのから得た材料をもとにして純粋培養を行っ

てえたものと全く一致しているが，細胞の幅はそれよりせまい(五gs.14-16， 

19)。筆者の培養実験によれば，一般に Scenedesmus属のものは培養によっ

て細胞の幅は広くなる傾向がある。従って上述の差異は培養の結果と考えら

れる。

終りに，この研究をすすめるにあたって，いろいろと懇切な指導をいた

だいた日本大学農獣医学部の山岸高旺先生，並びに資料の採集調査に協力い

ただいた埼玉県立岩槻高校卜沢先生，本校の高沢，山崎両先生，および理科

大学の橘克彦氏に厚く感謝します。

Summary 

Some observations were made on Scenedesmus abundans (KIRCHNER) CHODA T 
and its two varieties， var. longicauda G. M. SMITH and var. s，ρicatus (W. & G. S. 
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WEST) G. M. SMITH， and notes on their個別nomicalcharacteristics toge出erwith 

some remarks about their growth habitat and morphological variability were given. 

Of these three forms， S. abundans (KIRCHNER) CHODAT var. longicauda G. M. 
SMITH and var. specatus (W. & G. S. WEST) G. M. SMITH are new record in Japan. 

Most of the materials examined in this study were collected from eutrophic 

ponds or marshes in the Kanto district， Japan. 
The waiter's specimens of S. abundans and var. longicauda are approximately 

identical with the original descriptions， but are mingled with some specimens with 

rather thicker spines. 
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紅藻テングサ類の形態並びに発生

に関する研究

1. ヨレクナの四分胞子発芽初期に於ける

核分裂について

金子孝*

T. KANEKO: Morphological and Developmental Studies of 
Gelidiales. 1. Behaviour of the Nucleus in Early Stages of 
Tetraspore Germination in Gelidium vagum OKAMURA. 

テングサ目 (Gelidiales)植物の胞子の初期発生の研究はKrLLIAN9)が

Gelicium caPilaceum (=Pterocladia capi・llacω(G.)BRON.)の四分胞子につ

いて報告して以来，多くの研究者によって行なわれてきた。即ち，大野1l)，12)

CHEMIN2)，猪野6ML 殖回・片岡14)，高松13}，片回目}，千原・香村3)，BoIL印守1)

及び吉田・吉田町)等の報告がある。これらによるとテングサ目植物は例外な

く，いわゆるテングサ型 (Gelidialtype-猪野7)) の発芽をすることが知られ

ている。ー方胞子の発芽の際の核分裂と，核の行動についての観察はBoIL-

山 r1)の報告があるのみで，本邦産の種類では未だ報告された例がない。筆

者はヨレクサ (Gelid加 nvagum OKAMURA)の四分胞子とマクサ (Geli伽 n

amansii LAMOUR)の果胞子を発芽させて，これらの点に注目して若干の観

察を行なったが，ここにはヨレクサの四分胞子の発芽を中心として観察結果

を報告したい。

本論に入るに先立ち，御指導並びに本論文の御校闘をいただいた時田部

教授に心から感謝の意を表わすと共に，マクサの採集に便を与えられた静岡

県水産試験場，伊豆分場の諸氏に心から御礼申し上げます。

材料と方法

ヨレクサの四分胞子体は 1964年7月13日と 16日に函館近郊の茂辺地

海岸で採集したものを材料とした。材料は担当過海水を満たして底にスライド

* 北海道大学水産学部
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Fig. 1. Geliduun vagull/. OKAMURA. Habit of tetrasporic 

plant col!ected at Moheji on .luly 11. 1964. 

5
出

〈コ

グラ スを並べたガラスバ ッ トの中に入れ， 180C前後の恒温室内で培養を行

なった。材料をノく ッ トに入れると，まもな く胞子は放出され， スライドtこ附着

し，発芽を始めた。そこ でスライドを取り 出し一枚づっ別のノミットで培養し

た。胞子はスライドに附着したまま適当な時間ごとに取り出して無水アルコ

ールと氷酢酸を 3:1の割合で混じた液に 24時間以上入れて固定し，ハイデ

ンハイン鉄へマ トキ シリンで染色した。叉，同時に生きた ままの胞子の観察

も行なった。一方，マクサの果胞子体は 1965年 5月22日に静岡県下田町白

浜で採集し，果胞子の発芽培養は岡県水産試験場伊豆分場で室温のもと で行

ない，固定と染色はヨレ クサの場合と 同様に行な った。

結果

放出されたヨレタサの四分胞子は球形で直径 30-35μ，中心に 1個の核

を有し，核には l個の仁がある。色素体は核を取 り囲んでいる (Fig.2. A， 

Pl. 1. A & B)。胞子はスラ イドグラスに附着してから 3-4時間後に一端に
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25μ 

Fig. 2. Gelidium vagum OKAMURA. Tetraspore and its germination. A， 
tetraspore just after liberation; B， metaphase of the first nuclear division; 
C， anaphase of the五rstnuclear division; D， spore with tow nuclei; E， spore 
with four nuclei; F， germ-tube formation， with four nuclei; G， germ-tube 
formation， with one nucleus; H， germ-tube which is cut by a wall to the 

initial cell of the further growgth of germling and original spore with one 

nucleus and a little amount of cytoplasm; 1， side view of metaphase of the 
first nuclear division in the initial cell and for nuclei in the original spore. 
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25μ 

Fig. 3. Gelidium vagum OKAMURA. Tetraspore germlings. A， meta-

phase of second nuclear division in the initial cell， showing 10 chro-
mosomes; B， metaphase of the third nuclear division in the initial 

cell， showing about 7 chromosomes; C-F， three-celled germ1ing 
derived from the initial cell; F-H， further development of germ1ings， 
showing ten chromosomes in F. 
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膨らみを生じそれはやがて突出し

て発芽管となり発芽が始まる (Fig.

2. F & G， Pl. 1. D & E)。

胞子の発芽の際の細胞核の分裂

には次の 2型が観察された。その 1

は，核は発芽管形成以前に連続して

2回の分裂を行ない，その結果4核

を持った多核細胞となるiFig.2. B-

E Pl. 1. C-E)。 この核分裂の中期及

び後期の像に紡錘糸が観察されたが

中心体は認められなかった (Fig.2.

B&.c)o 4核となった胞子の色素体

は不規則に拡がった状態になる (Pl.

1.C)。発芽管が出来ると胞子内の細

胞質の大部分と 4核のうちの 1核

が発芽管内に移行する (Fig.2.F)。も

う一つの型は，胞子の核は発芽管を

形成する時まで分裂を行なわず，細

胞質が発芽管内に移行する時に同時

に核分裂を行う型である (Fig.2. G， 

Pl. I. D)。 この型では従って胞子内

盟主丘

Fig. 4. Gelidium vagum OKAMURA. 

Tetraspore-germlings， showing rhi-
zoid and apical-cell formations. A， 
26 hrs old; B， 3 days old; C， 4 
days old; D & E， 10 days old. 

には 1核だけが観察される。しかしその後の発芽の有様は前者と変らず，い

わゆるテングサ型の発生を示した。発芽管は.やがて細胞膜の形成によって

胞子から分割され (Fig.2. H)，その後の発芽体の生長の基本細胞 (initialcell) 

となる。この基本細胞は中心に 1核を持ち，側面からみるとテングサ目植物

特有のコンマ状をなしている(片回目))(Fig. 2. 1， Pl. 1. G)。基本細胞内の核は

長軸にほぼ直角の分裂面で第 l回目の核分裂を行う (Fig.2. 1)。 この場合，

胞子の核分裂の場合と同様紡錘糸は観察されたが中心体は見られなかった。

この核分裂とそれに伴なう細胞分裂の結果，大小 2個の細胞が出来る (Fig.3.

A&B)。基本細胞は引きつづき核分裂と細胞分裂を行なう。基本細胞の核分

裂中期の像で7-10個の染色体を数える事が出来た (Fig.3. A，B & F)o 24時

間前後たつと 5-6個の細胞からなり (Fig.3. G & H， Pl. 1， L-N)，やがて原

- 26ー



金子 .紅言語テングサ矧の形態並びに発生に関す る日f:允 (1) 67 
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Plate 1. Celidium vagwn OKAMURA. A-P， photomicrographs of tetra-

spore (A-C) and tetraspore-germlings (D-P). CelidiuJIL alllallsii LA-
MOUR. Q-T， photomicrographs of carpospore-germlings. (A-T， 
X455) 
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胞子とは反対側の未端の細胞から仮根が形成される (Fig.2. H， Fig. 4. A， Pl. 

1. 0 & P)o 4日目頃になると生長点細胞が認められる様になり (Fig.4. C)， 

10日目前後には一層明瞭になる (Fig.4， D & E)。 またこの時期になると原

胞子の膜は殆んど痕跡的となる。

一方2 発芽管に細胞が移入したあと，ほとんど空虚になった原胞子内に

なお若干の細胞質と数個 (1-4個)の核がみられた (Fig.2. 1， Fig. 3. A-H， Pl. 

1. E)。

マグサの果胞子の発芽に於いてもヨレクサの場合同様，基本細胞の形成

後，原胞子内に若干の細胞質と核とが観察された (Pl.1. Q-T)。 この事実は

テングサ型の発芽に於て普通に見られるものであろう。

考察

ヨレクサの四分胞子，及びマクサの果胞子の発芽の様式はテングサ型と

して知られる型と同様であった。テシグサ属植物の染色体数については，

DIXON4)は Geli市'umlatifoliumとG.corniumで2n=10を， BoILLOT1)は

G. latifoliumの四分胞子の発芽の際に 18個(多分 n)を，又MA.GNE10)は

G. latifolium var. luxuriansの体細胞の核分装で25-30個 (n又は 2n)を数

えたことを報告している。筆者はヨレクサの四分胞子の発芽体でn=7-10個

の染色体を数えることが出来た。

一方，テシグサ目の胞子の初期発生については多くの人々によって報告

されて来たが，その際の核の分裂と行動についてはBoILL町 1)を除いては特

に注意した人はない様である。

BoILLOT1)は G.latifolium， G. pulchellum及び G.μsillumの3種で，

胞子の発芽の際に核が分裂を行ない，特に発芽管形成前に胞子が多核となり

1個の大核と数個の小核に区別され，発芽管に移行する核は他の核に比較し

て大きいと報告している。筆者の観察では胞子が多核になる事は認め得たが

大核と小核とを特に区別することは出来なかった。叉， BoILLαr1)は基本細胞

に細胞質が移行した後にも原胞子内に若干の細胞質と核を認め，しかもこれ

らの核は基本細胞内の核よりも分裂速度が速く，四分胞子では 6-8個の小

核に分裂することを観察したがこの事については原胞子内には核分裂を規制

する細胞質が稀薄である結果であろうと論述し，そしてこの原胞子は約 1週

間でその短い一生を終えると述べているのみで，その機能については何等の
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考察がなされていない。筆者の観察によると，原胞子は 2.....，4個の核を持つ

のが認められ，これらの核は分裂の能力を有しており，この事は細胞質の量

とは関係なく，この一見空虚にみえる原胞子が附着器官としての機能を維持

しており，代謝も行なっていることを意味している様に思える。胞子がスラ

イドグラスに附着して 26時間後にはほとんどの発芽体に仮根の形成が認め

られ，仮根は 3日後には長さ 100μ 位に達するが，要するにこの仮根が附着器

官としての充分な能力を得るまで，原胞子が間着器官として役立っているの

であろう。

又， 2個以上の核を有する胞子が観察されたが，これはスライドグラス

に附着後直ちに核分裂を行なった結果であり，F.釧5)が報告している Geli-

dium pristoidesとSuhriavi・ttataの bisporeにみられる 2核の胞子とは起

源を異にするものである。

発芽管に細胞質が移行したあとの原胞子内にも若干の細胞質と数個の核

を有することは非常に興味深い現象であり，この様な事実がテングサ目植物

に限らず，いわゆる間接発芽をする他の海藻の胞子発芽の場合も同様に観察

されるかどうかは興味深い問題であり，今後の研究に待ちたい。

Summary 

This report deals with the behavior of nuc¥eus and chromosome count in early 

developmental stages of tetraspore-and carpospore-germlings .in Gelidium vagum 

OKAM. and G. amansii LAMOUR， respectively. In the tetrapore germination， two 

types of nuc¥ear behavior were observed; in the first type the nuc¥eus divided 

several times before germ-tube formation and the spore became multinuc¥eate， 

while in the second type the nuc¥eus remained undivided till the formation of 

germ-tube. After the germ-tube had been cut by a cross wall to become the 

initial cell of the germling， the original spore was found to contain one to four 

nuc¥ei. The mitotic figures which were observed in the cells of the tetraspore-

germlings showed that the spindle五breswere visible and the chromosomes were 

7-10 in haploid number. 

文献

1) BOILLOT， A. (1963): Recherches sur le mode de developpment des spores du 

genre Gelidium (Rhodophycees， Gelidiales). Rev. gen. Bot.， 70， 130--137. 2) CHEMIN， 

E. (1937): Le development des spores chez le Rhodophycees. Rev. gen. Bot.， 49， 
205. 3) CHIHARA， M. & KAMURA， S (1963): On the germination of tetraspores 
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of Gelidi{llla acerosa. Phycologia 3 (2)， 69-74. 4) DIXON， P. S. (1954): Nuclear ob-

servations of two species of Gelidium. Phycol. Bull.， 1 (2) 4. 5) F AN， K. C. (1961): 
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発生特にその芽胞体の後期成長に就いて，資源科学研究所奨報， 6， 55-62. 14)殖回三郎・

片田実 (1936):テ γ グサの増殖に関する研究 (II).マタサ及びオパクサの発生，日水誌，
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ソゾ属植物の表皮細胞聞にみられる

原形質連絡と種の分類

斎藤譲*

Y. SAITO: On the Secondary Pit-connections among the 

Cortical Cells of some Japanese Species of Laurencia， 
with Special Reference to their Systematic Signi五cance

筆者は数年来，Laurenciaソゾ属植物の有性体と四分胞子体を採集して

形態学的研究を進め，種々の知見を得て近く発表する予定であるが，ここで

は特に興味を感じた標題のことについて予報したいと思う。

観察した 10種のソゾ属植物のうち，次の 6種には体の表皮細胞聞に縦

方向の二次的連絡がみられる。この連絡は体の縦断面で観察すると明確に認

められるが，ときには表面観でも明らかなこともある。

L. obtusa (Hu~削) LAMOUROUXマギレソゾ

L. intricata LA.MOUROUXモツレソゾ

L. venusta YAMADAヒメソゾ (cf.SAlTO， 1964， Pl. 5， fig. 3) 

L. okamurai YAMADAミツデソゾ (cf.SA1TO， 1965， Pl. 6， fig. 2) 

* 北海道大学水産学部
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Fig. 1. a. La.ureuaa. pinna.ta. YAMADA (Subgenus DUlCt'ur 

1"eneia TOKIDA et SAITO)， A Longitudinal section through 

a branch showing the longitudinal secondary pit.connections 

among th巴 corticalcells. b. La.uTencia. undula.ta. YAMADA 

(Subgenus Cho拘 cl1'Ophyc'tωTOKIDAet SAITO). A long. 

itudinal section through a branch showing the absence of 

secondary pit.connections among the cortical cells 

Fig. 2. a. La.ω-encia. obtllsa. (HUDS.) LAM. A median longitudinal 

section through a stichiclial branchlet (x 33). b. La.llrencia. i:刀-

t1-ica.ta. LAM. Ditto (x 47). c. La.urellciαuηdula.ta. YAMADA. Dit-

o (x 28). d. La.ll7-encia. ca.Ttila.ginea. YAMADA. Ditto (x 28) 
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司

L. niPponica YAMADAウラソゾ

L. pinnata YAMADAハネソゾ (Fig.1， a) 

一方残りの次の 4種には表皮細胞聞に原形質連絡が全くみられないか，

ごく稀である。

L. intermedia YAMADAクロソゾ

L. capituliformis YAMADAマルソゾ

L. cartilag仇eaYAMADAカタソゾ

L. undulata YAMADAコブソゾ (Fig.1，b) 

このように，本属植物は表皮細胞聞の二次的連絡の存否から 2群に分

けることができると思う。

b 
Fig. 3. a. Laurencia intet明zediaYAMADA (Subgenus 

c/.ωf，d1'opl'1ICUS TOKIDA et SAITO). A diagram 
showing the right-angled type of tetrasporangial ar-
rangement in a median longitudinal section through 
a stichidial branchlet. b. Laurencia nipponica YA-
MADA (Subgenus If}ula僻 enciaTOKIDA et SAITO). 
A diagram showing the parallel type of tetraspora~
gial arrangement in a median longitudinal section 
through a stichidial branchlet. 

次に，四分胞子嚢は末端枝から変成した成実技の周心細胞に起源をもつ

ことを L.venusta YAMADAヒメソゾと L.okamurai YAMADA ミツデソゾ

で明らかにしたが (SAITO1964， 1965)，その後の研究によって四胞子体を得

た全部の種で同様であることが知られた。また四分胞子嚢の成実枝中におけ

る配列様式を成実枝の正中縦断面で観察すると，中軸細胞列と胞子襲の列が

ほぼ直角にまじわる直角型 (Fig.3，a)と，中軸細胞列と胞子嚢の列がほぼ平
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行な平行型(Fig.3，b)との 2型を識別できた(斎藤， 1963)。その報告で

はL.inter明 ediaYAMADAクロソゾと L.capituliformis YAMADAマルソゾ

の2種が直角型であったが，その後の研究によってあらたに L.cartilaginea 

YAMADAカタソゾ (Fig.2， d)とL.undulata YAMADAコブソゾ (Fig.2，c) 

の2種が直角型を示すことが明らかになった。また平行型は L.okamurai

YAMADAミツデソゾと L.niPponica YAMADAウラソゾの 2種であったが，

その後 L.venusta YAMADAヒメソゾもこの型を示すことが明らかにされ

(SA1TO， 1964)，更に現在までの研究によって L.obtusa (HUDSON) LAMoURoux 

マギレソゾ (Fig.2， a)と L.intricata LAMOUROUXモツレソゾ (Fig.2， b) 

の2種もこれに加わることが明らかになった。

このようにみてくると，四分胞子嚢の配列が直角型を示す邦産4種は表

皮細胞聞に原形質連絡を欠く群に属し，一方平行型を示す邦産5種はすべて

表皮細胞聞に原形質連絡を持つ群に含まれることが知られる。また四分胞子

体が得られなかったため胞子嚢の配列様式をたしかめ得なかった l種，すな

わち L.pinnata YAMADAハネソゾは岡村の図 (1922，Pl. 192， Fig. 6)によっ

て胞子嚢が成実枝の側面に形成されることが知られるので，平行型に属する

と推定される。したがって邦産の平行型の 6種は表皮細胞聞に原形質連絡を

持つ群と一致することになる。

このように，四分胞子嚢の配列様式と表皮細胞聞の原形質連絡の有無と

いう 2特徴にもとずいて本属の種を 2群に分けることができた。この 2群の

どちらが原始形あるいは進化した形を示すかは今のところ断定できないが，

本属内の種の系統と一致した分け方と信ずるので，この 2群をそれぞれ亜属

としたいと思う。

本属をたてた LAMOUROUX(1813)は typespeciesを特に指定しなかっ

たが，山田 (1931)は L.pinnatifida (GMEL町)LAMOUROUXがそれと考えら

れるとしており， KYL凹 (1956)は L.obtusa (HUDSON) LAMOUROUXとして

いる。 どちらも四分胞子嚢の配列が平行型の種であり ，1.. obtusaは表皮細

胞聞に原形質連絡のあることが邦産と英国産の材料で、たしかめられたので，*

表皮細胞聞に原形質連絡があり，四分胞子嚢の配列が平行型である類を Sub-

genus Eul，皿 σenciaTOKIDA et SA1TOマソゾE属と命名したい。 また表皮

* 英国産の材料は時四教授から Dr.P. S. DrXONに依額して入手し検することができ

た。ここに Dr.P. S. DrXONに感謝の意を表する。

- 33ー



74 藻 類 第14巻 第2号昭和41年 8月

細胞聞に原形質連絡がなく，四分胞子襲の配列が直角型である類は一般に体

がかたく，軟骨質などで， Subgenus Chondr，申 hyc，回 TOKlDAet SAI叩 カ タ

ソゾ亜属の名をあたえたいと思う。

また従来の山田 (1931)による 4つの Sectionはすべて残し，ただこれ

まで SectionCartilagineaeに所属していた種のうち L.obtula (HUDSON) 

LAMOUROUXマギレソゾと L.intricata LAMOUROUXモツレソゾとはこの

Sectionの基本種である L.cartilaginea YAMADAカタソゾとは別のE属に

入れられることになるので， J. AGARDHの設けた SectionObtusaeをこの 2

種のために復活させ，合計5つの Sectionとした。

以上の観点から， Subgenusと Sectionを分け，それぞれに所属する種

邦産ソゾ属 10種の所属する亙属と Sectionの検索表

表皮細胞聞に縦方向の原形質連絡があり，四分胞子議の配列は平行型

. Subgenus 1. Eu，lαurencia TOKIDA et SAITO 

一体は円柱状

一髄細胞の膜に半月形肥厚なし

.. Section 1. Obtusae J. AGARDH emend. TOKIDA et SAITO 

L. obtusa (Huns.) LAM. マギレソゾ

L. intdcata LAM. モツレソゾ

ー鎚細胞の膜に半月形の肥厚あり・・H ・H ・.Section 2. Forsterianae YAMADA 

L. venusta YAMADA ヒメソゾ

L. okamurai YAMADA ミツデソゾ

L. n~仲onica Y AMADA ウラソゾ

ー体は扇圧または扇平...・H ・..……...・ H ・.. Section 3. Pinnatifidae J. AGARHD 

L. pinnata YAMADA ハネソゾ

ー表皮細胞聞に原形質連絡がほとんどなく，四分胞子褒の配列は直角型

…………Subgenus II. Chondroph!lcuS TOKIDA et SAITO 

-表皮細胞は放射状に長七体の横断面で柵状をなす

. Section 4. Palisadae YAMADA 

L. intermedia YAMADA Fロソゾ

L. ca同 uz.グormisYAMADA マノレソゾ

ー表皮細胞は上記のようにならない

. Section 5. Cartilagineae Y AMADA emend. TOKIDA et SAITO 

L. cartilaginea YAMADA カタソゾ

L. undulata Y AMADA コブソゾ

- 34-



斎藤: ソゾ属植物の表皮細胞閑にみられる原形質連絡と種の分類 75 

を配列した検索表を作ってみた。

以上は予報であって，正式な報告は後日に譲りたい。終りに御指導と本

稿の校聞を賜わった時田係先生に深く感謝するとともに，有益な御意見をい

ただいた山田幸男先生に御礼を申し上げる。

Summary 

As a result of my morphological studies of ten Japanese species of Laurencia， 

1 propose to estab1ish two subgenera in the genus as follows: 

Subgenus 1. Nulaul'encia TOKIDA et SAITO 

Longitudinal secondary pit-connections among the cortical cells present; tetra-

sporangial arrangement is parallel type. 

Subgenus 11. Ch01'bdrQphllcUs TOKIDA et SAITO 

Longitudinal secondary pit-connections among the cortical cells absent or very 

rare; tetrasporangial arrangement is right-angled type. 

The ten species can be classified in these two subgenera and in五veknown 

sections as above shown key. 
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ソゾ属植物の成実校中における四分胞子嚢の配列.本誌 11(3)， 114-117. SAITO， Y. 

(1964): Contributions to the morphology of the genus Laurencia of Japan， 1. Bull. 
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35ー



76 藻 類 第14巻 第2号 昭 和41年 8月

珪藻類図説 (5)

津村孝平*

K. TSUMURA: Annotated micrographs of diatoms 

from the author's collection (5) 

〔術語解 IIJ AsterolampraとAsteromphalusの記載用語

この 2属を記述する用語は既に GREVILLE(1860)が使ったのがあるが，

そのままでは不充分なので，それを基にして，かなり大幅に補訂を加えるこ

とにした。下に記す各用語の頭初の番号は第 2図中の番号に該当する。

1 II 

第2図 Asterolampraと Asteromphalusの記載用語

1. Asterolampra. 11. Asteromphalus. 1.外囲区域 2.中央域 3.放射隣線

4.中央隣線 5.放射出城 6.中央射出城 m.外囲区域の内縁 b.外囲区域の幅

ぅlモヤア大英単
1 2 3 4 5 6 

第3図 Asterolampraおよび Asteromphalusの隣

および中央腕線の形式

1.星形 2.分岐形 3.細房形 4. V字形 5. Y字形 6.袋路形

* 横浜市立大生物学教室
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1. 外囲区域 corticalsegment これは GREVILLEが網目状区域紅eo・

lated segmentとした部分であるが， 電子顕徴鏡で見ると蓋殻を構成してい

る内方の膜に細かい孔があり，その集団がこの区域に見えるのであって，そ

の細孔の間隔が広く空いていれば点紋に見えることもあり得るので，種類に

よってはこの部分の徴細彫刻は網目状という表現に該当しないこともあり，

また全然別の部分に網目状の構造がある場合もあるから，網目状などという

形状を示す語を部位を指示するのに用いるのは熟慮が足りないので，筆者は

外囲区域ということにする。通常は第2図で 1の数字で示された 1つ 1つの

区分を外国区域と言い，その全部を総称するには外国帯 corticalzoneという

ことにする。

2. 中央域 central紅白 GREVILLEはこれを透明域 hyalineareaと言

っているが，筆者は前項の外囲区域に対して中央域と言うことにする。電子

顕徴鏡的には，前項のところで記した内膜に細孔のない部分で，そのために

平滑透明に見える。この中央域は後に記す騎線によって数個に区画されてい

る。第2図の 2の数字で示されているところ全部を総称して中央域というの

であって，その各区画 (2の数字で示された lつ 1つの区画)から射出域が出

ているから，その各区画は各射出域の根部にあたるわけで，特にその 1区画

を指す必要があるときは「射出域の根部にあたる区画」などと言う。

3. 放射隣線 radialumbi1ical line 光学顕徴鏡ではこれが著しく眼に

っしこれは電子顕徴鏡的には蓋殻の内膜と外膜との間にあって，その 2枚

の膜に対し直角に存する壁である。隣線という名は Asteromphalusの・om-

phalos (ギリシャ語の騎)に因んで GREVILLEが初めて用いた用語である。

次項のものと区別するために放射隣線としたが，単に騎線と記されていると

きには，放射瞬線のことを略して記したのか，次項の中央隣線を含めて記し

ているのかを，その場合ごとに判断して了解しなければならないこともある。

4. 中央瞬線 medianumbilical line 構造は前記のものと同じである

が，ただその形状が少しく異なるだけである。つまり後に記す中央射出域の

根部にあたる区画を形成している隣線である。 Asterolampmでは中央射出

域がないから，隣線にも特に中央隣線と L、う区別をする必要がなく，すべて

放射隣線であり，放射とか中央とかいう言葉をつけずに単に瞬線ということ

が多い。 Asteromphalusでは必ず中央瞬線があるのだが，注意しないと見落

され易い形になっていることがある。後に記す隣の項を参照されたい。
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5. 放射出域 radial紅白各外囲区域の間へ中央域が射出髄のように延

長して来ている部分である。ここは前に記した中央域と同じく，内膜に細孔

がないために平滑透明に見えるのであるが，放射出域をよく注意して鏡検す

ると，放射出域の中央にかなり太い軸か骨のようなものが放射出域からそ

の根部にあたる中央域の小区画へまたがって通っているのが見えることが多

い。これは内膜にある裂溝であるが，これは種類の記載には目下のところで

は余り重要視されていない。

また放射出域で特に記して置きたいことは，放射出域の先端(外方の端)

は蓋殻の外縁にまで達していないで，その少しく内側で・終っているのが通例

で，それよりも外方は両側の外国区域が合して放射出域の未端(先端)を包

んでいる。ただしこの辺りから蓋殻の周縁が側面の方へ曲っているので，写

真や図によって正面の全形を示すときには，放射出域の先端は蓋殻の外縁に

達しているように見えることがある。この放射出域の先端よりも外方にある

網目は数列(半径の方向において)しかない。さて種類によって放射出域の

先端に小さい爪状の突起があると記されてあったり，またそのようなものを

描いである図も文献中には往々あるけれども，この部分は放射出域が少々爪

状に盛り上っている傾向があることと，放射出域の先端を包んでいる網目は

放射出域のl憶に対して 3-5個ある程度で，その中央の 1個は放射方向に幾

分か長い形をしている。この 2つの構造が綜合されて，ここに小さい爪状の

突起があるように見えるまでであって，開口数の大きい顕徴鏡では，それら

の構造が個別に分解されて見えるから，かえって爪状の突起があるとは見え

ないことになる。

6. 中央射出域 medianradial area 1跨線に放射騎線と中央瞬線との区

別がある場合には，中央隣線で区画された中央域の部分から出ている射出域

を中央射出域と L、う。一般に中央射出域は中央瞬線との関係から一見してわ

かることが多いが，稀に一見しただけで、は中央瞬線が目立たない形状のがあ

り，そのために中央射出域も眼につかないことがある。しかし中央射出域は

放射出域よりも一般に幅がせまい(細L、)か， 特に短かい等， 放射出域とは

少し形が異なっているので注意すれば混同することは少ない。

m. 外囲区域の内縁 innermargin of cortical segment 外囲区域と中

央域および射出域との境界をいうが，外囲区域と射出域との境界が直線的で

あるときは，外囲区域と中央域との境界だけを指していうことがある。
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b. 外囲区域の幅 breadthof cortical segment外囲区域を蓋殻の半径の

方向に計ったことを言う。 これと直角の方向(つまり切線方向あるいは弧の

方向)に計った大きさは，多くの場合は射出域の数によってきまるので， 特

に記す必要はないが，外国帯が均等な外囲区域に区画されていないものもあ

るから，その弧の長さを記すときには外囲区域の長さと記すことにする。

騎 umbilicus これは人によっては，中央域と同じ意味に用いたり， ま

たは隣線の中心部の意味に使ったりするが，筆者は騎線の配列や形状そのも

のを指すものと定義して置しこれには下に記すようなのがある。(第3図

参照)

星形 asterisk 各隣線が 1点から放射状に生じているものを言う。た

だしこれには，かなり正確にそうなっているものと，実際にはそれが多少くい

ちがっていて，つぎに記す分岐形の極めて小さいのであって，顕徴鏡の分解

能が十分でないために 1点から生じているように見えるのもある。瞬線は元

来は正面に対して直角な方向の壁であるから，それを多少斜めの方向から見

たり，またそれが正面に対して正確な直角に存在していないときや，顕徴鏡

の各レンズの光軸が 1直線に貫徹していないもの(そう L、う顕徴鏡も案外知

らずに使っていることがある。また厳密にし、うと顕徴鏡はその光軸上にある

1点以外は，それを遠去かるに従いパララックスのある像になっているはず

である)では， 実際には隣線が 1点から生じた星形であっても，多少のくい

ちがL、が見えることもある。従って非常に小さい分岐形は星形の方へ含めて

しまうこともある。

分岐形 branched 隣線が規則的または不規則的に分岐している。 し

かし前項に記したように，分岐が極めて中心に近い所にておこなわれていて，

星形と区別がつかないものもある。

細房形 cellulate 中央域の中央に 1-数個の小室を形成している。細

胞と混同しないように細房とした。

中央瞬線の形状 中央隣線は中央射出域の根部にあたる区画を作って

いる騎糠であるから，それは2本あるか， 1本であったものが2またに分岐し

ているか，あるいは l本が U字形に曲って中央域の一部分を区画している。

つぎに記す通りである。

V字形 V-shaped 星形の隣で， それを構成している瞬線の中の 2本

が中央隣線である。図には理解しやすいように中央隣線を特に太く描いてを
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いたけれども，実際には太さは他のものと差はない。

Y字形 Y-shaped 星形や分岐形の騎で，その隣線の 1本が中央瞬線

で，先端が 2またに分岐している。 V字形と Y字形の場合には中央瞬線

と放射隣線との区別がつけにくいことがあるが，それから出ている中央

射出域との関係を注意すればかなり明瞭に判別できる。 Asterolampraと

Asteromphalusとは中央瞬線および中央射出域の有無によって一般には明

瞭に区別できるのであるが，特別な場合にはこの両者の聞には，はっきりし

た区別のできないことがあるのが後にわかるであろう。

袋路形 caecal 中央騎線が盲嚢形または袋路形をなしている。これを

簡単に U字形と言ってしまうと，実際にはその形がU字形や鐘形 (campanu-

late)，その他いろいろの形があるから，その具体的形状を記すときにまぎら

わしいから，型式の名としては袋路形とした。この型では大概は中央騎線が

中央域の中心を超えて袋路形をなし，放射騎線はその袋路の壁にあたる部分

から発している。

28) Asterolampra mαrglandica EHRENBERG， 1845. 

Pl. XII， fig. 1-2. 

EHRENBERG， 1845， Mittheilung uber zwei neue Lager， S. 76， fig. 10; 

BALEY， Notice of some new loc. of Infusoria， Pl. IV， fig. B; PRITCHARD， 

Infus. Animalcules， p. 320， Pl. XIV， fig. 33; BRIGHTWELL， Rare or undes-

cribed spec. of Diat.， p. 94， Pl. V， fig. 3; GREVILLE， Monogr. of Astero・

lampra， p. 108， Pl. III， fig. 1-4; RALBS， in PRITCHARD， Hist. Infus.， p. 

836， Pl. XI， fig. 33; GREVILLE， Asterolampra of Barbados， p. 44， Pl. VII， 

fig. 1-3; RATTRAY， Coscinodiscus， p. 193; MOEBIUS， Diat.-tafeln， Taf. 

III， fig. 14， Taf. XXVIII， fig. 3， Taf. XXXI， fig. 13， Taf. XXXII， fig. 1-4， 

Taf. XLIV， fig. 1-3; MOLLER， Diat.-Parp.， Taf. IX， Linie 13， fig. 19-27 ; 

Linie 14， fig. 1-2， Taf. XII， Linie 7，五g.13， Taf. XV， Linie 8， fig. 25， 

Taf. XV (2)， Linie 1， fig. 12 und 16， Taf. XXV， Linie 5， fig. 16; SCHMIDT， 

Atlas， Taf. CXXXVII，匂.19-21; WOLLE， Diat. N. A.， Pl. XCIII， fig. 1 ; 

PERAGALLO， Diat. mar. France， p. 404， Pl. CX， fig. 2; KAR.STEN， Indische 

Phytoplankton， S. 151， Taf. XXXVIII， fig. 1-1 a; KARSTEN， Psanzen-

familien， S. 221， fig. 240， B; MANN， Albatross， p. 273; CoUPIN， Album， 

Pl. CCXCIV， fig. N et 0 (excepting Pl. CCXCV， fig. Q); DE TONI， Syll. 

Alg.， p. 1398; W ALLICH， Silic. Organisms， p. 47， Pl. II， fig. 13; OKA-
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MURA， Some littoral diat.， p. 3 (and p. 7 in Japanese descr.)， Pl. VII1， fig. 

8; BoYER， Syn. N.A.D.， p. 71; Hu訂 E回、， Kieselalgen (1)， S. 485， fig. 270 

-271; ALLEN and CUPP， Plankt. diat. Java， p. 122， fig. 21; FORTI， Flora 

pelagica di Quarto dei Mi11e， p. 126， Tav. VII1， fig. 146; HANNA and 

GRANT， Micene mar. diat. from Maria Madre， p. 126， Pl. XII1，五g.1; 

HENDEY， Plankt. diat. Southern Seas， p. 268;小久保，浮瀞珪藻類， p.100， 

五g.91; SILVA， Microplanct. marinho de Mocambique， p. 32， Est. II， fig. 

3; Asterolampra s，φtenarius JOHNS<コN，1852， Descr. of Diat. found in 

Elide， p. 33; Asterolampra impra SHADBOLT， 1854， Diat from Port Natal， 

p. 17， Pl. 1， fig. 14; Asterolampra hexactis EHRENBERG， 1873， Mikrogeol. 

Studien uber das kleinsten Leben， S. 392， Taf. 1X， fig. 1-2; * Astero・
lampra pelagica EHRENBERG， 1843. 

正面はほぼ真円形で， 1跨線や射出域によって 4-12の均等な放射状に区

画されている。外囲区域の幅は中央域の半径と大体等しいか，それよりも小

であるのが普通で，これが反対に著しく大きいのは，それに伴って他の特徴

も必要とするが，別種または別の変種として扱われることが多い。騎は星形

で，騎線はかなり正確に 1カ所から生じているか (Pl.XI1， fig. 1)， または極

めて小さい不顕著な分岐形 (Pl.XII， fig. 2)である。隣線は単純(平滑で屈折

や刺がなし、)で，真直かまたは僅かに膏曲している。外囲区域の内縁はなだ

らかな弧状であるのが普通だが，文献によれば騎線が接触しているところで

幾分か折れ曲っている図もある。しかしここが著しい〈形や台形のことはな

いようである。外国区域には網目状彫刻があって，網目は外囲区域の内線に

接する l列だけが特に粗らく，それから蓋殻の周縁に近いほど細かくなる。

蓋殻の直径は文献によれば 50-150μ(筆者の標本では 30-83μ)，網目は

10ρ に 8-13(筆者の標本では約 10)個あてに存する。なお文献によれば

(特に ALLENand CUPP: Plankton diat. of Java Sea， fi.g. 21およびそれを転

載している小久保:浮瀦珪藻類， fi.g.91)，各隣線の中央を太く，両端に近づ

くに従って細くなっている図を掲げてあるが，それは本種の，大きくて堅固

な個体において往々に見られる (Pl.XII， fi.g. 1)ことで，騎線のある部分は

* この学名は DETONI， Sylloge Algarum， p. 1403および MANN，Albatross， p. 273 
に異名として掲げられているのによったまでで，遺憾ながら筆者は原著について異名
とすることの適否を検討していない。なお当然のことだが，筆者がこのような但し書
きをせずに掲げているものはすべて原著を見ている。
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被殻がキール状に隆起していて，その隆起が隣線の中央で著しく，両端に近

づくと減じているために顕微鏡のピY トの合わせかたや照明の仕方によって

はそれが著しく目立って見えるのである。

本種は海産で，現生および化石の両方にあって， Pl. XII， fig. 1は本種の

種名になっている MarylandのNottingham産の化石で，本種としては topo-

typeに当り，しかも典形的な標本である。日本産としては故岡村金太郎博士

が静岡県の沖の銭州 (33056'N， 138048' E)産の現生のを報じた。また筆者も

静岡県下回のプランクトンから得た標本を保存している。化石としては石川

県珠洲市飯田町城山産の珪藻土(筆者採集)中にかなり見られ，岡市正院町

飯塚産の珪藻土(市川渡博士から寄贈を受けたもの)からは Pl.XII， fig. 2に

示した小さい個体が稀に見られた。この標本はよく見る臓が極めて小さい分

岐形になっている。日本産の化石としては多分今回が最初の報告と思う。

29) AsterolampraαcutilobαFORTI， 1913. 
Pl. XI， fig. 1; Pl. XII， fig. 3 

FORTI， 1912， in TEM企REet PERAGALLO， Diat. du monde entier， p. 337， 

no. 696-698 (nomen nudum); FORTI， 1913， Contribuzioni Diatomologiche 

(XIII)， p. 1564， Tav. III， fig. 1， 5， 6 e 9; Asterolampra (besondere Art)， 

ScHMIDT， Atlas， Taf. CXXXVII， fig. 19; Asterolampra marylandi・'caforma 

acuta HEIDEN et KOLBE， 1928， Deutsch Sudpolar-Exped.， S. 502; A. mary-

landica var. forti MILLS， 1934， Index， p. 212. 

正面は円形で，騎線および射出域は各5-7個。騎は星形。前種によく

似ているが，外囲区域の内縁が著しく〈形をなしているために中央域が花冠

形であることが著しい特徴である。また外国区域の内縁は前種では植物の葉

などでいう全縁 (entire)であったが，本種では網目のためにかなり凹凸した

欠刻になっている。また前種では外囲区域の内縁に接する 1列の網目が特に

大きかったが，本種にはそれがない。文献によれば本種の隣線は単純である

が，筆者の標本では隣線の長さの中ほどのところの両側に小さい刺状の突起

がある。しかし騎線にこのような小刺があったり，屈折があったりすること

は本属や Asteromphalz必の種類の記述中に 1つの特徴として記されている

こともあるが，それは同一種において恒定の特徴かどうかは未だ疑問があ

り，同一種においても，小刺がある個体と無い個体があり，この小刺の有無

は重要視できる場合と，できない場合とがある。本種はかなり稀な種類で，
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文献も少なく，筆者も破損のひどい 1-2個の標本だけしか現在までには見

ていないので，多数の個体について|跨線に小刺があるかどうかを確めてみる

ことができないのを遺憾とするが，それ以外の点では筆者の標本は A.acuti-

lobaとよく一致しているから，この学名でよいと思う。

本種は最初にスペインの Moron化石として C.JANISCHによって種名を

記さず SCHMIDT:Atlasに掲載された。ついでイタリーの Sicilyの Licata

の珪藻土から得たものを FORTIが A.acutiωa， n. sp.として TE旧鼠Eet 

PERAGALLO: Diatomees du monde entierに掲げた裸名であった。その後で

FORTIが再度 n.sp.として写真と記載文を発表したのである。

筆者の標本は Trinidadの SanFernandoの海底堆積土から破損の甚だ

しいものだけしかないけれども，前種と比較し前種をはっきりさせるために

ここに掲げた。余りに破損個所がひどいので，写真だけでは不備と思い破損

を補って描いた線画図を添えておいた。破損個所を捕って測った直径は約

50μ で，網目は 10μ に10個を数える。

30) Asterolampr，αrotula GREVILLE， 1860. 
Pl. XIII， fig. 3. 

GREVILLE， 1860， Monogr. Asterolampra， p. 111， Pl. III， fig. 5; RALFS， 

in PRITCHARD， Hist. lnfusoria， p. 836; RATτ'RAY， Coscinodiscus， p. 643; 

DE TONI， Syll. Alg.， p. 1404; MOEBIUS， Diat.-tafeln， Taf. XXXII， fig. 5; 

WOLLE， Diat. N.A.， Pl. XCIII， fig. 10; HANNA， Diat. Sharktooth Hill， p. 

175， Pl. V， fig. 2; [?] MOLLER， Diat.-Prap.， Taf. XXII， Linie 9， fig. 21 

und 24; KARs四 N，lndische Phytoplankton， S. 372， Taf. XXXVIII， fig. 2. 

正面はほとんど円形で，通常 7-10本の放射出域がある。外囲区域は台

形で，その内縁(中央域との境界にあたるところ)は蔵形か，いくらか〈形を

なしている程度であるために，中央域は多角形で，いくぶんか花冠形をなし

ていることもある。隣線は中央域の中心に近いところで簡単で小さい分岐形

をなし，それから外囲区域の内縁に達するまで，ほとんど真直か多少は湾曲

した単純な線になっている。外囲区域の網目状彫刻は放射出域および中央域

に接する 1列が特に目立ってやや大きく，それから遠ざかるに従って細かく

なっている。また網目はいずれも放射出域および中央域との境界線に平行し

て整然、と配列している。

ここに掲けγこ写真は石川県珠洲市飯田町城山産の珪藻土から得た標本に
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よるもので，破損がひどいが，それを補って正面の直径は約80μ，網目は 10μ

に12-14個あてに存する。日本産としては最初の報告である。

31) Asterolampra ro如tαGREVILLE

var. eximi，α(CA:回'RACANE)TSUMURA， comb. nov. 
Pl. XI， fIg. 3-4; Pl. XIII， fIg. 1-2. 

Asterolamp1"a grevillei var. eximia CA訂 RACANE，1886， Challenger， 

Diat.， p. 136， Pl. V， fIg. 5. 

構造の概要は var.ratulaに似ているが，直径がそれよりも一般に大で，

放射出域の数が多く (13-21ぐらL、)，それに応じた数の外国区域があるの

で，各外囲区域は長さ(弧の長さ)よりも幅(半径の方向に測る)の方が著し

く大となっている。分岐形の騎も var.1・'otulaよりも大きく，複雑になり，中

央域の中に広がっている。筆者がここに掲げた標本はし、ずれも石川県珠洲市

飯田町城山産の珪藻土から得たもので，破損が著しいが，それを補って直径

は約 85-125μ である。

A. rotulaの原記載に用いられた個体は，筆者が上に掲げた var.rotula 

と，ここに掲げ.た var.eximiaとの中間形のもので，放射出域の数は10本で，

筆者が上に掲げた var.1"otulaよりは多く， )跨も幾分が複雑であるが，分岐個

所が中央域の中心部だけにまとまっている。それゆえ筆者は前項に掲げた筆

者の標本は var.1"otulaと判定したけれども，本項に掲げ‘たのは放射出域およ

び外囲区域が著しく多く，また隣線の分岐が複雑で中央域の中へ大きく広が

っているので， var. rotulaと同一視するには余りに形態が違いすぎるから，

本項の見出しの学名の如く var.exzmzaとして扱うのがよいと思う。

この珪藻は Challenger探検船が大西洋の赤道付近で海底から採集した

材料から CA訂 RAC釧 E が検出し命名した A.grevillei var. eximiaと一致す

る。しかしその当時は A.grevilleiとA.rotulaが混同されていたので，そ

う命名されたものと思うが，後に記すように A.grevilleiとA.rotulaとは

明瞭に区別できることが明らかになっている。そしてここに掲げた珪藻は

A. grevilleiか A.rotulaかの何れに属するかといえば，当然 A.rotulaでな

ければならない。従ってその学名を本項の見出しのように改めるべきであ

る。また，この珪藻は日本産としては最初の報告である。

なおこの変種には稀に放射出域の中の 1本がやや細くて，それが中央射
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出域の痕跡らしく見えるのがある。それがもっと明瞭に中央射出域化した個

体は未だ見ていないが，あるいはそれが実在するかも知れない。その場合に

は本変種と Asteromphal:ω vanheurckiiとの区別ができるかどうかは，未だ

A. vanheurckiiの実物を見ていない筆者には何とも言えない。 また Aster-

omphalusとAsterolampraは中央射出域の有無によって明瞭に区別できる

場合が多いけれども，その中央射出域があるとも見えるし，無いとも見える

珪藻があって，この 2属のいずれに入れてよL、かわからぬような例外もある

ことを知っていてほしい。

付記珪藻類の網目状彫刻を実際に見た通りに描くことは甚だ困難な住

事とされている。そのために Coscinodiscusなどでは既に多数の学名がある

が，記録された図が不正確なために，確実に判定できる学名は幾つもないと

筆者は大胆に言い得る。 Pl.XIの五g.3と4とは同ーの標本を描いたのであ

るが，同ーのものが，これらの如く 2様に描ける。いずれも甚だ拙ずい表現

であるから，網目状彫刻については写真の方を参照してほしい。これをわざ

わざ掲げたのは，つぎに掲げる A.grevilleiとの相異を明示するためである。

32) Aoterolampra grevillei (Wιu佃 )G阻 V孔LE，1860. 
Pl. X1， fig. 2; Pl. XII， fig. 4. 

GREVILLE， 1860， Monogr. Asterolampra， p. 113， Pl. 1V， fig. 21; RAT-

官 AY，Coscinodiscus， p. 644; RALFs， in PRITCHARD， Hist. 1nfusoria， p. 835; 

WOLLE， Diat. N.A.， Pl. LXXX1，匂.15;COuP国， Album.， Pl. CCXC1V， 

fig. L; DE TONI， Syll. Alg.， p. 1405; PERAGALLS， Diat. mar. France， p. 405 

Pl. CX， fig. 3; MOEBIUS， Diat.-tafeln， Taf. XXXIII， fig. 21; H山田町・，

Kieselalgen， (1)， S. 489， fig. 274; FORTI， Flora pelagica di Quart dei Mille， 

p. 125， Tav. VIII， fig. 145;小久保，浮滋珪藻類， p. 101， fig. 92; Aster・'Om-
phalus g1-evillei W ALU口元 1860，Silic. Orgnisms， p. 47， Pl. II， fig. 15; 

MOEBillS， Diat.-taleln， Taf. XXXI， fig. 15; [?] Aster・'olampragrevillei 

(WιLICH) GREVILLE var. adriatica V AN HEuRCK， 1881， Syn. Diat. Belg.， 

Pl. CXXVII， fig. 12; V AN HEURCK， Treat. Diat.， p. 504， fig. 520; SCHMIDT， 

Atlas， Taf. CXXXV1， fig. 17; CLEVE-EuL回， Diat. Schweden u. Finnland， 

(1)， S. 70， fig. 138. 

正面は円形で放射出域は 7-17(筆者がここに掲げた標本では 13)本で，

外国区域は台形をなし， その内縁(中央域との境界)は裁形である。従って

中央域は多角形であるが，外囲区域の数が多い場合は概略は円形となる。外
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囲区域の彫刻は網目状で，台形の左右の斜辺に平行に並んでいるために，外

国区域の中央で左右から斜辺に平行に並んで来た網目の列が，ここでくいち

がっている。また網目は正面の周縁の方がし、くらか細かし、けれども，大体は

同じ大きさであって，外国区域の内縁に接する 1列の網目が特に目立って粗

らいということがない。燐線は分岐形で始めに中央から数本を生じ，大概は

l回の分岐をしているが，なかには2回目の分岐をしている。中央域の直径

は正面の全直径の大体 1β 内外であるが，それよりも小さいこともある。筆

者がここに示した標本では正面の全直径は 60μ，網目は 10μ に12個がある。

本種は文献によれば，現生・化石の両方に見られ，現生のは南海の浮瀞性

であるが，日本産としては現生・化石ともに未だ報告されていないようであ

る。筆者がここに掲げた写真や線画の図は Trinidadの SanFernandoの海

底堆積土から得られた標本で，その材料中には決して稀ではないが，甚だも

ろくて大概は破損していた。写真で示したのは (Pl.XII， fig. 4)上下殻が組

合わさったままのもので，上殻を透して下殻が見えるために，網目の配列方

式をはっきり示し得なかったが，焦点深度を極力浅くして，できる限り一方

の穀だけの網目を撮影して，外囲区域の中央で網目の配列がくいちがってい

ることがややよく見えるところへ矢印をつけてをいた。なおそれだけでは不

充分と思って線画による写生図も掲げたのである。前種 (Pl.XI， fig. 3-4) 

と本種 (Pl.XI， fig. 2)の各網目の並び方を図の上で比較し，それがわかった

ら写真の方を見ていただきたい。

W ALLICH (1860)が本種を Asteromp.加 lusgrevilleiと命名したのは，同

氏の記すところによると，筆者(津村)が中央域と射出域とに区別している

ところを全く区別せずに，射出域とその根部にあたる部分を l体のものとし

(構造上から言えば無論それでよL、)，それを射出域のように呼び，瞬線を射出

域の根部の縫合線 (suture)としている。そして 2本の平行な縫合線の聞か

ら出ている射出域を中央射出域と見ているのである。 2本の平行な縫合線と

いうような表現は甚だ当を得ない書き方であって，実は2本の相並んだ謄線

が分岐するときに，その並んだ聞の方へ分岐せずに，各々が外側の方へ分岐

しているときを 2本の平行な縫合線といっているらしい。そう解釈すると，

WALU佃が中央射出域というのは根部が中央域の中心に達している射出域

のことである。そうし、う見方をすれば本種は3本以上(筆者が Pl.XII，五g.4

に掲げた写真では 3本)あることになる。それで本種は中央射出域を有する
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P1ate XI 
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Plate Xll 
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ト---1

Plate XIII 
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から Asteromphalusに属するという扱いになっている。 また Hu訂芭DTは

A. rotulaを A.grevilleiの異名としているが， Hu:罰百DT以前の文献には

A. rotulaも A.grevilleiもその網目の配列を本当に詳しく記録したものが

無かったので，学名は2つあっても実際には両者の区別ははっきりとはして

いなかった。ところが Hu田'EDTが A.grevilleiとして検討した標本は外囲

区域の網目にくいちがし、のある方の種であって，それを明瞭に図示して記録

した(つまり特徴の記述を補充した)が，多分そのときには，網目のくいちが

いのない方の種は見ていなかったので，A. rotulaも概形上からは A.gre-

villeiとよく似ているから異名にしたのであろうが，網目のくいちがし、があ

る方がはっきりと A.gr即刻dとして目下通用する学名になっていて，しか

も網目にくいちがし、のない種が別に存することが明らかになった以上は，そ

れを A.rotulaとしないわけにはいかないので，筆者は A.rotulaは A.gre-

villeiの異名とは考えない。また Hu:田宮町は Asteromphalus(=Aster・o・
lampra) variabilisも A.grevilleiの異名としてヲ|用いているが，それも別

にそれに該当する珪藻があるから，筆者は異名としては引用しないのである。

第1 衰 Aste加ro司η)lam少卯吻叩可官2maηヴ，lan河diゐk官偽，A.ac仰u#恥b如a，
A. roぜulaおよび A.grevilleiの識別表

種
正面名 lの| 外四区域
全 形 隣 |内縁|器目量11時 1る|網目の配列

星形または
弧全状縁

他の網目よりmarylandica L 、 極めて小さ L 、・づ
も目立って大

外囲区域の中
ず い分岐形 ずく
れ 星形， 刺有状 れに 央において，

aぽutiloba も
突不起定の 無

八形 も従 他の網目とほ 左右の網目の
tま 欠刻状 正い とんど等大

配列はくいち
と 面や

rotula ん 分岐形，小
議形 のや 他の網目より がっていない

ど 刺なし 周小 も目立って大
円 縁と

網 中央において
grevillei 形 分岐形，小裁形にな他の 目より 網目の配列が

事lなし 近るも目立って大 くいちがう

図版解説

図版に記入してあるスケールは，いずれも 10μ を示す)

Plate XI 

Fig. 1. Asterolampra acuti・lobaFORTI. 

(MF...San Fernando， Trinidad) 
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2. Asterolampra grevillei (W ALLICH) GREVILLE. 

(MF…San Fernand， Trinidad) 

3-4. Asterolampra rotula GREVILLE var. eximia (CASTRACANE) 

TSUMURA， comb. nov. 

(MF...]oyama， Iidamachi， Suzu-city， Ishikawa Prefecture) 

Plate xn  

Fig. 1. Astemlampm marylandica EHRENBERG. 

(MF...Nottingham， Maryland， U. S. A.) 

2. Asterolampla marylandica EHRENBERG. 

(MF…Iizuka， Shoincho， Suzu-city， Ishikawa Prefecture) 

3. Asterolampm acutiloba FORTI. 

(MF…San Fernando， Trinidad) 

4. Asterolampra grevillei (W ALLICH) GREVILLE. 

(MF...San Fernando， Trinidad) 

Plate Xln 

Fig. 1-2. Asterolampm rotula GREVILLE var. eximia (CASTRACANE) 

TSUMURA， comb. nov. 

(MF...]oyama， Iidamachi， Suzu-city， Ishikawa Prefecture) 

3. Asterolampm rotula GREVILLE. 

(MF...]oyama， Iidamachi， Suzu-city， Ishikawa Prefecture) 

前回〈珪薬類図説 (4)>の訂正

ベージ 行自 誤 正

105 10 初線方向 切線方向

107 20 usona Infusoria 

107 脚注4 living and fossil British and foreign 
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気生藻類および土壌藻類綜述 II問

広瀬弘幸キ・秋山 優**

H. HIROSE and M. AKIY AMA: A Rview ot Aerial and Soil Algae II 

An Annotated List of Genera of Aerial and Soil Algae 

Arranged Systematieal1y 

気生藻あるいは土壌藻として，今日までに報告されている藻類は極めて

多く，その数は約 300種を超えるものと思われるが，ここにそれらの中の代

表的な属の目録を作っておくことは，今後の研究上有益と考えられる。以下

に列挙する属種の中には，厳密な分類学的精査を必要とするものもあろう

が，一応今日までに発見されたものとして，その歴史的な意義をも含めて参

考に供したいと思う。

DIVISION CHLORO医HYTA

Class Chlorophyc泡ae

Order Volvocales 

Family Chlamydomonadaceae 

本科の藻類はすべて，ベん毛を有し，運動性を有するところから，その

大部分は，淡水中に生育しているが，土壌中からも，かなりのものが知られ

ている。多くの場合はパルメラ状態 (cystform)を呈する。培養基上で養っ

てもパルメラ状であると，遊走子を形成するまでは種の同定は困難である。

Chlamydomonas EHRENBERG， 1833. 各地の土壌から，パルメラ時代の

ものが多数認められる。 c.terrestris陀 T田恒N，C. suban伊 losaF町四国 et

JG剛， C. calcicola FRITSCH et JI佃 N，C. pluristigma BRISTOLなど 13種程

* 神戸大学理学部生物学教室

Department of Biology， Faculty of Science， Kobe University， Kobe， Japan. 
** 島根大学文理学部生物学教室

Institute of Biology， Faculty of Literature and Science， Shimane University， 
島1atsue，Japan. 

*** 本研究の一部は文部省総合科学研究課題番号4084による。
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が知られている。

Ca融市D邸 悶G，1866. FRITSCHとJOHN(19位)が英国の土壌から c.
arenicola FRI'Iま耳目 JOHN，C. acidicola FRIT宮'Het JOHNの2種を報告し

ている。

Order Tetrasporales 

Family Palmellaceae 

Palmella LYNGB.， 1819， emend. CHODAT， 1902. Chlamydomonasの.バ

ルメラ期と混同し易い。これまでに，P. mucosa KUETZ.， P. miniata (LIEBL.) 

CHOD.などが知られており， Malayaの土壌から報告され (JOHN由民 A.，

1962)，本邦にも産する。

Gloωcys出 NAEG.，1849. 淡水のプランクト γあるいは湿原に普通で

あるが F阻まE とJOHN(1942)，陀rERSEN(1931)により G.vesiculosa NAEG. 

が報ぜられている。

Hormotila BoRZI， 1883. H. mucigena BoRZIが湿った岩の上から知ら

れ，また HIL叩 NとTRArNOR(1963)は 1種をH.sp.として Connecticut

の土壌から分離している。

このほか本科に所属するものとして Hormotilopsisgelatinosa TRA町OR

et BoLD， H. tetmvacuolaris ARCE， Chl07.anomala palmelloides M白衣Aなど

が知られている。

Family Coccomyxaceae 

Ourococc田 GROBETY，1909; emend. CHODAT， 1913. O. bicaudatus 

GROB孟TYが本邦土壌および Malayaから知られている。

Dactylo曲 eceLAGERH.， 1883. D. bmunii LAG町田.が土壌から知られ

ている。

Coccomyxa ScHMIDLE， 1901. Chlamydomonasのパルメラ期と似てし、

るが，ピレノイドをもたない。 C.dispar SCHM.， C. subglobosa PAS四回など

4種程が知られている。

Botrydina B阻B.， 1839. B. vulgaris BREB.が知られている。

Order Ulotrichales 

Family Ulotrichaceae 

Stichococcus N.組G.，1849. 寒天培養基上ではしばしば数細胞に切断さ
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れ，Hormidiumの培養型と混同され易い。 S.baci・llarisNAEG.， S. exiguus 

G回 N.，S. variabilis W. et G. S. WFSrなどが知られている。

Hormidium Ku町 Z.，1843; emend. KLEBS， 1896. 湿潤な樹皮あるいは

土壌表面などに大形のコロユーを形成する。H.flaccidum A. BR.， H. nitens 

ME阻 GH.，H. crenulatum KUETZ.などが知られている。

Inter副umCHODAT， 1922. 1. paradoxum CHOD. et TOPALI，およびそ

の変種 var.reticulatum FRITSCH et JOHNなどが英国の土壌から認められて

いる。

Geminella TUPPIN， 1828; emend. LAGERH.， 1883. PET皿 SEN(1931)に

より G.terricola P町皿S聞が報告されている。

この他，本科に所属するものとしては，Gloeotilaρrotogenita KUETZ.， 

Ulothrix tenuissima KUETZ.， Microspora pachyderma (WILLE) LAGERH.な

どが知られている。

Order Chaetophorales 

Family Chaetophoraceae 

本目もまた大部分のものが淡水産であるが，土壌藻として極めてよく適

応したものもみられ興味深い。

Stigeoclonium KUETZ.， 1843. 大部分のものが河川などの流水系区に

産するが，筆者ら (1961)は未同定の l種を土壌表面から得ている。

Iwanofia PASCHER， 1905. 本属は，Stigeocloni・umとよく類似している

が 2本のベん毛を有する遊走子を形成する点で明かに異なっており，また

糸状体も発達が悪い。最近 SAXENA，P. N. (1961)は，インド産のものを報告

している。

Fritschiella lYENGAR， 1932. インド・アフリカ・ビルマ・ノミキスタン・

日本などに産する。湿潤な土壌表面に，緑色の斑点状のコロニーを形成する。

大部分は，南方から報告されているが，筆者らの調査によると北海道でも，

畑地などに極めて多数産するのが認められた。 F.tuberosa lYENGARが最も

普通であるが，最近 SULTANULAZIZ， K. M.とISLAM，N. (1962)はパキスタ

ンから F.simplex AZIZ et ISLAMを記載している。

Microthamnion NAEG.， 1849. PETERSEN (1931)は M.kuetzingianum 

NAEG.を報じているが，筆者らもまた同種を島根県下の土壊から得ている。
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Oliv，町iaNAYAL， 1935. O. terrestris NAYALがエジプトの土壌から分

離されている。

Pseudoleptosira NA Yι，1935. P. calcarea NAYALがエジプトの土壌

から分離されている。

この他本科に所属するものとしては， Pleurastrum terrestre FRI'Iヨ耳目

JOHN， P. paucicellulare VIS泊回， P. insigne CHODAT， Pseudendroclonium 

basiliense VぉαIERなどが知られている。

Family Pleurococcaceae 

Ple町 ococcusMEl'氾GH.，1842. 最も普通にみられるものとして P.nae-

gelii CHODAT (P. vulgaris NAEG. non勘血NEGH.Protococcus viridis AG. pro 

parte)があるが， これらの中にはよく Chlorococcumや Trebouxiaなどが

混在しているので一応純粋培養により精査する必要がある。

Family Trentepohliaceae 

スミレモ科は古くから知られている最も代表的な気生藻である。大部分

のものが細胞中にヘマトクロームを含みオレンジ色を呈する。

Tren加lpohliaMARTIUS， 1817 (incl. Chroolφ's AG.， 1824; Nylandera 

HARII町， 1890)本属の種類は，大部分肉眼的であるが，顕微鏡的な大きさの

ものもある。樹皮(スギ・ヒノキなどに多L、)，岩盤上あるいは土壌表面に大

群落を形成するものもあるが，葉の表面，葉状地衣の表面などにも着生する。

本部に最も普通にみられるものとしては T.aurea (L.) MART.， T. umbrina 

(KUETZ.) 1加IRN.がある。

Phy駒 UnumPRINTZ， 1921. Trentepohliaによく類似しているが，細胞

の形態，分裂の様式・不動胞子の形成がみられる点などで異なっている。 T.

monilia (DEWILD.) PRINTZ 1種が知られているが，最近 ISLAN(1960)は本種

の変種として V紅 .subsρ，haerica ISLAlvIを記載している。

S加 matochroonPALlvI， 1934. 極めて小形の藻類で，高等植物の気孔部

に寄生している。 S.lage7・-heimiiPALlvI 1種が知られてL、る。

Phycopeltis MILLARD.， 1870. 径 1--5mm前後の円盤あるいは不規則

な盤状体を形成し，高等植物の葉の表面に着生し，オレンジ色の斑点を呈す

る。本邦産のものとしては P.ep砂'hytonMILLARD.， P. arundinacω(MONT.) 
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DEToNI， P. irregulal.is (SCHM.) WILLEなどが知られており，この他数種が

世界各地から報告されている。

Cephaleuro8 KUNTZ.， 1829 (Mycoidea CUNN.， 1879)高等植物の葉のク

チクラ層下に寄生し，直径 0.5-1cm位のオレンジ色の病斑を形成する。本

邦でもツバキ，サザンカ，チヤなどの葉に極めて多くみられ，未松四郎 (1957)

が報告している。本邦に最も普通な C.virescens KUNTZ.のほかに，C.coffeae 

WENT， C. la即 isKAR訂.， C. pur.抑 rens(RACIB.) WILLEなど 13種程が記載

されている。

この他，本科に所属する藻類としては，Chrooderma endoρhytica F即・

τま::H， Gongrosira terricola BRISTOLなどが知られてL、る。

(Order Schizogonialesに所属する PrasiolaMENEGH.， 1838のなかにも

岩盤上に着生するものが知られているが，いわゆる気生藻あるいは土壌藻と

は多少趣を異にするのでここでは略する。〕

Order Oedogoniales 

Family Oedogoniaceae 

Oedogonium LINK， 1820. 本属のものは，すべて淡水中に生育するが，

稀に土壌表面に認められることがある。しかしそれは大部分異常なものと考

えられる。町T皿 S凶 (1931)および筆者ら (1961)が未熟のものを報告して

L 、る。

Oedocladium STAHL， 1891.本属のものは 1種だけをのぞいてすべて

土表生である。 Odgamyによる有性生殖を行うが，無性的には，ヘマトクロ

ームを含む休眠胞子の形成あるいは仮根上に形成される芽体により増殖す

る。本邦産のものとしては o.operculatum TI即釧Yが知られてし、るが，こ

の他 O.protonema ST.組 L，O. albermalense LEWIS， O. lewisii WHITF.， O. 

terrestre BISW.など 10種程が知られている。

Order Cladophorales 

Family Cladophoraceae 

Rhizoclonium KUEZING， 1843. 渓流の近くの岩上などにしばしばみら

れるが，普通の気生藻とは多少趣を異にしている。 R.hieroglyhpycum (AG.) 

KUETZ.などが普通にみられる。

WittrokieI1a WILLE， 1909. 唯一の種 w.parado:xa WILLEが，ノール
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ウェイおよび米国から知られている。本邦でも今津と広瀬 (1961)が兵庫県

下の塩田の土壌に産することを報じている。

Order Chlorococcales 

F amily Chlorococcaceae 

本科の藻類はL、ずれも単細胞で，遊走子を形成する。分類上の形質とし

ては，細胞の内部構造，遊走子形成様式，遊走子の形態などに重点がおかれ，

これらをしらべるには純粋塊養を必要とする。この方面での STARR(1955)， 

HE悶∞N(1958)， DEl江間N(1959)等の研究は極めて重要なものである。

Chlorococcum MENEGH.， 1842; emend. STARR， 1955. STARR (1955)に

よると従来報告されているC.humicola (NAEG.) RABENH.を含む大部分の種

はいわゆる speciesinquirendaeとして今後の精査が必要であるという。な

ほ確実なものとして今日知られているものは， C. echinozygotum STARR， C. 

hypnosporum STARR， C. minitum ST組 R，C. vacuolatum ST組 R，C. oleo-

faciens TRAINOR et BoLD， C. infu均 num(SCHRANK.) MENEGH. ex ST成 R，

C. wimmeri RABENH. ex STARR， C. diplobionticum HERN∞N， C. puncta-

tum ARa et BoLD， C. pinguideum ARCE et BoLD， C. perforatum ARCE et 

BoLD， C. tetrasporum ARa et BoLD， C. aplanosporum ARCE et BoLDなど

である。

Trebou玄iaDEPuIMALY， 1924. 本属の種類は大部分地衣体の構成にあ

ずかっているものであるが，土壌中にも産する。

Radiosphaera SNOW， 1918. R. dissecta (KORSCHIK.) ST組 R，R. miniata 

HE悶∞Nなどが知られている。

Dictyococcus GR町 ECK，1907. 本属の種として記載されていたいくつ

かのものは STARR(1955)により Bracteacoccusに編入された。 D.varians 

GE悶.emend. ST ARRが知られてし、る。

Bracteacoccus TEREG.， 1923 ex ST組 R，1955. B. minol・(CHOD.)PET-

ROVA (Dictyococcus minor F'TEROVA)， B. terrestl"is (KOL et F. CHOD.) ST組 R，

B. helveti切 s(KOL et F. CHOD.) STARR， B. gernecki (WILLE) STARRなどが

知られている。

Muriella PETERSEN， 1932. M. ter・restrisPETERSEN 1種が知られて

いる。
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Spongiochloris STARR， 1955. S. spongiosa STARR， S. exentrica STARR， 

S.わ少icaτRAINORet McLEANなどが知られている。

Dictyochloris VISCHER ex STARR， 1955. D. fragrans VISCHER 1種が

知られている。

Neochloris ST組 R，1955. 本属は STARR(1955)により aquariumの中

から分離された N.aquatica ST ARRを typeとして設定されたものである

が，その後 HE悶∞N(1958)， ARCE， G.とBoLD(1958)等により，土壌から

N. terrestris HERN∞N， N. gelatinosa HERNOON， N. miniata ARCE et BoLD， 

N. fusispora ARCE et BoLD， N. pyrenoidosa ARCE et BoLDなどが報告され

ている。

Spongiococcum DEADSON， 1959. DEADSON (1959)により， Alabamaの

土壌からS.tetrasporum DEADSON， S. alabamense DEADSONが報告されて

いる。

Nau句 coccusKORSCHIKOFF， 1926. N. pyriformis KORSCHIK.が知られ

ている。

Planktosphaeria G. M. SMITH， 1918. 本属の typespeciesである P.

gelatinosa G. M. SMITHは湖沼のプランクトンとして知られているものであ

るが，土壌からは P.paradoxali・s(MILLER) STARR， P. botryoi・'desHERN∞N 

の2種が知られている。

Family Dictyosphaeriaceae 

Dictyosphaerium NAEGELI， 1849. 本属のものも大部分淡水のプラン

クトンとしてよく知られているが，土壌からも D.minitum PErERSENおよ

び D.terrestre FRITSCH et JOHNが知られている。

Family Protosiphonaceae 

Protosiphon KLEBS， 1896. 土壌藻のひとつとして古くから知られてい

るものであるが，Botrydi・umの幼体と混同し易い。ヨード反応によるテスト

を必要とする。 P.botryoides (Ku町 z.)KLEBS， P. ci・nnamoneus(MENEGH.) 

DROUET et DAIL Yなどがある。

Family Oocystaceae 

ChlorelJa BEIJERINCK， 1890. しばしば湿潤な土壌表面などにみられる
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ことがあるが，他の類似する属と混同され易いので純粋培養により精査する

必要がある。C.vulgaris BEI].， C. botryoides PETERSEN， C. conglomerata 

(ARTARI) OLTM.などが報告されている。

Palmellococcus CHODAT， 1894. 筆者らは火山灰土壌地帯から P.pro・

tothecoides (KIRCH.) CHOD. ?と考えられる藻体を得ているが再精査が必要で

あると考えている。

Trochiscia KUETZ.， 1845. 淡水のプランクトンとしても出現するが，湿

潤な樹木の表皮，土壌などにもみられる。 T.asperaぼEINS四)HA悶 G.，T. 

retz切 laris(REI悶 CH)HANSG.， T. hirta (RE凶 S叩)HANSG.などが知られて

いる。

Oocystis NAEG.， 1855. HILTONとTRAINOR(1963)は Connecticutの

土壌から未同定の 2種を報告している。

Ankistrodesmus CoRDA， 1838; emend. RALFS， 1848. 本属の種類も

大部分淡水のプランクトンとして知られているが，土壌から A.falcatus 

(CoRD.) RALFSが分離されている。筆者らもまた，島根県下の丘陵地帯の麦

畑の土壊から本種を得ている。

Selenastrum REINSCH， 1867. 筆者らの調査するところでは，木属の種

類を畑の土壌から得ているが，種名は未決定である。

Dactylococcus NAEG.， 1849. D. bicaudatus A. BR.， D. dispar W. et 

G.S. WESTなどが知られているが Scenedesmusを培養すると Dactylococcus

stageヵ:あり， TRAINOR (1963)もScenedωmusdimorphus (TuRp.) KUETZ.で‘

この型の存在を報告しており，この点充分な注意が必要である。

Tetraedron KUETZ.， 1845. T. bitl・idensBECK-MA.NNAG.が土壌から分

離されているが， STARR (1954)は本種の遊走子形成を観察しており，この点

で分類上精査が必要である。

Family Scenedesmaceae 

Scenedesmus MEYEN， 1829. 本属の種類も淡水のプランクトンとして

極めて普通であるが，土壌からも多数分離されている。寒天培養基上では

Dactylococcus stage， Chodatella stageなどの特殊な形態を呈することがあ

るので注意を要する。土壌からは S.dimorphus (TuRP.) KUETZ.， S. bijuga 

(TURP.) LAGERH.， S. obli・抑制(Tu即.)KUETZ.， S. longus MEYEN， S. tetrades-
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miformis (WOLZ.) CHOD.などが分離されている。

Order Chlorosphaerales 

Family Chlorosphaeraceae 

Chlorosarcina GERN.; emend. VISCHER， 1933. C. stigmatica DEAD-

SONなどが知られてし、る。

Chlorosarcinopsis HE悶∞N，1958. C. minor (GERN.) HE悶∞N，C. 

dissociata HERN∞N， C. agregata ARCE et BOLDなどが知られている。

Chlorospha位。psisVISCHER， 1933; emend. HERN∞N， 1958. 土壌か

らは C.alveolata HERN∞N が分離されている。
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この科の種類はいずれも高等植物の葉，あるいは茎の表皮細胞下に寄生

生活をすることが知られているが本邦にはまだ知られていない。

Phyllosiphon KUEHN， 1878. テンナンショウ科の Arisaema，Arisa・

Tumなどの葉の組織中に寄生する。糸状の Coenocyteである。 P.arisari 

K四 HNが知られている。

Phytophysa Bo回E，1913. イラクサ科のミズ Pilea類の茎に寄生する

P. treubii V AN BoSSEが知られている。

Order Zygnematales 

Family Zygnemataceae 

本科の種類の大部分は淡水産であるが，属によっては Zygogonium，Siro・

cladiumなどのように，ほとんどの種が地表生のものも知られている。また

少数ではあるが他の属にも地表生のものが知られている。

Mougeotia AGARDH， 1824. M. adnata lYENGARが土壌表面から記録

されているほか PETERSEN(1931)も未同定の 1種を報告している。

Zygnema AGARDH， 1824. Z. terrestre RA.NDHAw Aがインドの湿地上

から報告されている。

Zygogonium KUETZ.， 1843. 本属の種類はすべて湿潤な土壌表面に産

する。細胞液中に紫色のいわゆる藻類アントチアンを含むものもある。接合

子形成は極めて稀である。 15種程が知られていて，本邦産のものとしてはz.
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ericetorum KUETZ.， Z. kumaoense RA1叩IH.，Z. punctatum T AFTなどがある。

Zygnemopsis (SKUJA) TRANSEAU， 1934. Z. spiralis (FRITSCH)τRAN-

詔 AUが，南アフリカで湿潤な岩の上から得られている。

Spirogyra LINK.， 1820. 陀 T皿 S凶 (1931)が未同定の 1種を報告して

いる。

Siroel副liumRANDHA WA， 1941.本属の種類はいずれも湿潤な粘土質

土壌の表面にみられ，S. kumaoense RANDH.， S. vandalurense R泊四日.， S. 

maharashtrense RANDH.などが知られている。

Family Mesotaeniaceae 

Mesotaenium NAEG.， 1849. 湿潤な岩などの上に，肉眼的大きさの粘質

のコロニーを形成することがある。 M.macrococcum (KUETZ.) Roy et BI田.，

M. violascens DEBARY， M. chlamydosporum DEBARYなどが知られてL、る。

Cylindroeystis MENEGH.， 1838. 湿潤な岩の上，土壌表面などにみられ

る。 c.brebissoni MENEGH.とその変種 var.minor W. et G. S. WFSrなどが

知られている。

Netrium NAEG.， 1849; emend. LUETKEM.， 1902. PETERSEN (1931)によ

りN.digitus (EHRENB.) ITZIG. et ROT.が報告されている。

Family Desmidiaceae 

Clos随riumNITZS.， 1817. P町田租N (1931)， Fru'Iま耳と JOHN(1942) 

等により C.pusillum HANTZ. var. monoli鴻umWITTR.， C. parvulum NA回.

が報告されている。

Penium DE BREB.， 1844. 陀 T皿 S凶 (1931)によって P.cucurbitinum 

BI笛.f. minor W. et G. S. WFSrが報告されてし、る。

Tetmemorus RA日"8， 1844. PETERSEN (1931)によって T.granulatus 

(B:阻B.)RALFSが報告されている。

Eu踊加lmEHR町 B.，1832; emend. RALFs， 1844. 町四郎副 (1931)お

よびFru古田と JOHN(1942)によって E.dubium NA回.， E. sublobatum 

DE BREB. var. subdissimile WFSrが報告されている。

Cosm町iumCoRDA， 1834. 町 四 郎 副 (1931)およびFruTS叩と JOHN

(1948)により C.cucurbita BREB.， C. subcucumis SCHMID.， C. anc，ゆ'sLUND.， 
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C. ochthodes NORDST.， C ρ'ygmaeum ARCH.など 13種程が報告されている。

DIVISION EUGLENOPHYTA 

Class Euglenophycea巴

Order Euglenales 

Family Euglenaceae 

BRACHER， R. (1929)や JAHN，T. (1946)による とEuglenaのある種にお

いては，土壌表面がノミノレメラ状の形態のも ので被われ，着色されることがあ

るとしづ。しかし， 一般的にこ の科のものは土壊には少ない。

Euglena EI-IRENB.， 1838. FRITSCHと JOI-IN(1942)は英国の土壊から

E. mutabl:五sSCHMITZを報告している。

故木 下 虎 一 郎博士 の 追憶

山田 幸男

本誌前号の報公uにもある通り木年 3月23日，本会々員農学博士木下虎

一郎氏が永らくの闘病の後小樽市の自宅に於し、て逝去された。誠に痛恨の至

で悲みにたえない。自分は北海道へ来てから博士が元気で，主として北海道

の浅海増殖，特に海藻の調査研究に従事された聞い

つも相談をうけ，又自分の研究上には計り刻仏、教示

をうけ言葉通り共に手を携えて海藻の仕事に従来し

てきたと言えると思ふ。従って同氏の言卜に按し誠に

言表はし様のない悲しみと淋しさを痛感するので

ある。

博士は明治 36年4月7日和歌山県 田辺市 に生

れ3 県立田辺中学を経て東京水産大学の前身農林省

水産講習所に学び大正 13年 3月養殖科を卒業，神

奈川， 和歌山両県の水産試験場に奉l~誌の後昭和 8 年北海道水産試験場に赴任

された。そしてその直後から吾々の協力が初ま ったのである。それというの

は同氏は水産講習所在学中から故岡村金太郎先生の指導をうけ，その誠実な

人格，又その真撃にして熱心な研究態度等から先生の注目されるところとな

- 62ー



故木下虎一郎博士の追憶 103 

り，己にその頃から本邦水産，特に浅海増殖を進歩発展せしめる有為の青年

として踊目されてをられたので，自分は木下博士には未だ会う前から，将来

共に助けあって仕事をする様にと岡村先生からうかがっていたし，博士も

亦，これは後に博士自身からきいたことであるが，先生からほぼ同様なこと

を聞いていられた由を聞いたことがある。その様なことで吾々はお互に初対

面の時から既に旧知の様な親しみを感じあったのである。

余市へ赴任後博士の絶倫な精力は主として北海道の浅海増殖の調査研究

に向けられ，ノリ，コ γブ，ワカメ，フノリ，ギンナ γソウ等の海藻類叉ア

ワビ，ホタテ，カキ，ホッキ，ナマコ等々本道の浅海増殖に関する主なもの

は皆博土の調査研究の対象となり，実に数多くの業績があげられた。従って

本道の沿岸は勿論氏の足跡到らざる所はないが，特に有珠湾と佐目澗湖とは

氏にとって誠に忘れ難い記念の場所ではないかと思われる。特に博士のノリ

養殖に関する仕事は主としてこの二地区に於いて行なわれたとも言えるであ

ろう。その一例としてスサピノリの夏ノリの試験研究について記るすと，昭

和 16年北海道は著しい冷夏に見舞はれ， 8，9月に於ける有珠湾の水温も摂氏

20度を超えること極めて稀で，主としてその為であろうと思われたが，所調

夏ノリの発育著しく，それが博士をして，平年に於いて常に有珠湾よりも水

温の低い佐呂澗湖への夏ノリの移植を思い立たしめたのである。かくして種

々調査の末この考えは早速同年8月から実行に移され，見事な結果をあげ，

その翌年もその試験移植が行なわ同様な結果が見られた。これは故人が有

珠，佐呂澗に於いて行なった試験，研究のホンの一部にすぎず，此他有珠に

於いてはカキ，フノリ，ワカメ，コンブ等，佐日澗に於いてはホタテ，カキ，

コンブ等の研究調査が行なわれ，此等が後年有珠，佐昌澗に夫々海藻類人工

採苗所が設置されるに際し重要な礎石となっていることは何人も否むことは

出来ない。

叉戦時中は軍からの要求で加里，臭素の原藻を増産することになり，北

海道水産課，同水産試験場並に北大が協力してその衝に当った。交通，諸物

資等万事不自由な際に種々な困難をおかして道内各地を博士と共に調査，指

導等に巡った憶出は，日夜寝食を共にして博士からその人となりに就いてう

けた深い印象と共に生涯忘れえないものである。

終戦後氏は昭和 22年に農学博士の学位を， 25年には日本農学賞， 北海

道新聞文化賞， 34年には農林大臣賞を受けたが残念なことに終戦後間もなく
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健康を損じ 34年末頃から自宅療養，入院等を繰返さざるをえない状態とな

った。然しその間病床上にあっても書類を見る等その責任感の強さは見る人

を驚かせた。そして 37年 11月には永年勤務した北海道水産試験場を退職，

以後小樽市の自宅に於いて病を養ってをられたが，遂に病にかてず本年3月

23日不帰の客となった。

今故人を追憶するに当りつくづくその畏敬すべき人となりが偲ばれ，精

力的に行なわれた数々の遺業が次々と想起されるが，何としても天が博士の

健康を，せめてその退職の時まででも，昔の優に保つ様ゆるさなかったこと

は返す返すも残念でならない。

切に博士の御冥福を祈る。

パラクリシュナン博士の来日

カグレイト科 FamilyCryptonemiaceaeのメンバーを主体に，真正紅藻類の嚢果形

成と分類の研究を進めているインドの Poona大学の Dr.M. S. BALAKRISHNANが，ア

メリカのワシントン大学付属フライデイハーパー臨海実験所での 14ヶ月の研究滞在を終

え帰国の途中， 5月26日日本に立寄った。さきに連絡をうけていた千原が羽田空港に出迎

えた。そのタただちに札幌に飛び，山田幸男本会名誉会長および御子息の山田真弓教授

(教授とはフライデイイハーパーで， 3ヶ月一緒だった由)の歓待をうけ，翌27日北大理学

部の藻類学研究室の方達と会い， 28日再び東京へ戻った。 29日， 30日には，国立科学博

物館や東大水産植物学研究室を訪れ，短時間ではあったが，日本産カタレイト目やウミゾ

ウメン自の標本を前にして，興味ある見解を鍍濯した。 30日夕香港経由で帰国した。

(国立科学博物館・植物・千原光雄)

本会会員 Dr.E. Yale DAWSONは， 6月22日エジプトで潜水採集中，

事故のため逝去されました。ここに護んで哀悼の意を表します。

日本藻類学会
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