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日本藻類学会第13回大会プログラム

(1 9 8 9) 

学 会 会 長 小林 弘

大 会 会 長 福 島 博

会期 1989年 3月30日(木)~3 月 31 日(金)

会 場 東京女子体育大学2号館
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日本藻類学会第 13回大会プロゲラム

第 1日目 (3月30日)

8: 50 

9:00(1) 

9 : 15 (2) 

大会会長挨拶 福 島 博

講 演(午前の部)

インド産 Compsopogonaeruginosus var. catenatumとそのとげ状枝について

0瀬戸良三*・ R. N. YADAVA料・熊野茂***(*神戸女学院大，紳BhagalpurUniv. 

India， ***神大・理・生物)

日本新産褐藻クロガシラ属の一種 Sphacelariacalifornica (SAUVAGEAU) SETCHELL et GA宜DNERの形態

について

o北山太樹・吉田忠生(北大・理・植物)

9:30(3) 褐藻アミジグサ科のフタリンアミジと+ナダグサの形態

O田中次郎*・伊藤真理料(*国立科博・植物研，柿 日本女子大・家政)

9 : 45 (4) 日本産 complanateScytosiphon (褐藻，カヤモノリ科)について

小亀一弘(北大・理・植物)

10 : 00 (5) ネコアシコンブ属 (Arthrothamnus，Laminarial田)2種の葉の形態，特に幼体と成体における変化

について

川嶋昭二

10 : 15 (6) ミヤベモク(褐藻、ホンダワラ科)の一新変種

梶村光男(島根大・理・臨海)

10 : 30 (7) 紅藻ミリンの学名について

吉田忠生(北大・理・植物)

10 : 45 (8) アリューシャン列島産紅藻ノコギりヒパ属

11:00(9) 

11 : 15 (10) 

0増田道夫*・ KathyA. MILLER糾(*北大・理・植物，判UniversityHerbarium， Univ. of 

Califomia at Berkeley) 

フィリピン・パラワン島周辺における褐渓ホンダワラ属の種類と分布

野呂忠秀(鹿大・水産)

スサビノリの室内培養による自殖率の推定

O申宗岩・三浦昭雄(東水大・植物)

展示講演

11 : 30 (11) プランクトン珪藻匂/Clotellacomta集団の差異とひろがりー富士五湖と芦の湖の事例から一

猪口員美*・ 0丸山 晃帥(キ日本工学院専門学校**東大・応徴研)

(12) 尋問linaの運動をさぐる

0杉田美成子・西脇優子・石川依久子(阪大・教養・生物)

(13) 高速ビデオによる鞭毛運動の観察と解析 (1)プラシノ藻 Pterospermacristatum 

0井上勲・堀輝三(筑波大・生物)

(14) アオミドロの簡易培養法

福永公平(阿佐谷生研)

(15) 海藻の形態とサザエの摂餌行動

藤田大介(富山県水試)



67 

12 : 00-13 : 15 (昼休み)

13 : 15 (16) 

13 : 30 (17) 

13 : 45 (18) 

14 : 00 (19) 

14 : 15 (20) 

14 : 30 (21) 

14 : 45 (22) 

15 : 00 (23) 

15 : 15 (24) 

15 : 30 (25) 

15 : 45 (26) 

16 : 00 (27) 

16 : 15 (28) 

16 : 30 (29) 

講 演(午後の部)

アイソザイムを遺伝標識とした Micro伊 tis属藍藻の分子分類学的解析とその有効性

0加藤辰己*・渡辺真利代帥・渡辺員之*(国立科博，材都立衛生研)

樹皮から得られた緑藻の一新属

中野武登*・ 0半田信司帥(*広島大・理，判広島県衛連)

地衣類 Cladonia(ハナゴケ属)から分離された共生藻類の分類学的検討(1)

0竹下俊治*・井口数彦材・中野武登*・岩月善之助*(*広島大・理・植，料八幡浜工業

高)

地衣植物およびコケ植物の藻類に対するアレロパシー効果

秋山優(島根大・教育)

ミカヅキモとクラミドモナスに対する r線と α線の影響

0漬田 仁*・坂東忠司H ・石田政弘紳*・斉藤真弘*紳(掌富山医薬大，糾京都教育大，

材*京大・原子炉)

高知県・浦の内湾産オゴノリ属 5種の成長について

o Christine A. OROSCO・大野正夫(高知大・海洋生物センター)

フィリピンでの養殖キリンサイ E叫 eumaalvareziiの日本での生長実験

大野正夫(高知大・海洋生物センター)

北海道西岸寿都町磯谷の二年生コンブ

O名畑進-*.阿部英治**・ (故)垣内政宏*(*道立中央水試，料道立網走水試)

駿河湾・興津海岸における叶ガラメ?の生態について

林田文郎(東海大・海洋)

アラメ・カジメ配偶体の生長と光強度の関係

0前川行幸・喜田和四郎(三重大・生物資源)

カジメ幼体の入植に及ぼす人工基盤の突起の角度の影響

0寺脇利信傘・新井章吾**(*電中研・我孫子・生物，判(株)海藻研)

土佐湾に自生し始めたワカメの生態的特性

o筒井功・大野正夫(高知大・海洋生物センター)

青森県下北半島沿岸におけるアカモタの生き残り藻体について

能登谷正治(東水大・藻類)

土佐湾産における 2タイ 7'のマメタワラ (S，時国sumpilul;抑制の形態と成長について

0古角正晴・大野正夫(高知大・海洋生物センター)

16 : 45~16 : 50 (休憩)

特別講演

16: 50-17 : 30 百四 Originsand Evolution of Red Algal ParasItes. L. J. GOFF (米国カリフォルニア大)

第 2日目(3月31日)

総会 (17: 30~18 : 20， 2号館 225号)

懇親会(18 ・ 30~20 : 30， 6号館食堂)

講 演(午前の部)

9 : 00 (30) 羽状ケイ藻 Fragilariapinnata EHR.の形態変異

0石井明子*・福島 博柿・小林艶子紳*(*東京都水道局，紳東女体大**牢横浜市大)
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9 : 15 (31) Navicula recens LANGE-BERTALOTの形態変異

福島 博*・小林艶子材・ 0勝山志乃*紳・大塚晴江****(*東女体大**横浜市大，紳*神

奈川県内広域水道企業団，材料神奈川公衛試)

9 : 30 (32) Navicula meniscu/us SCHUMANNの SEMによる考察

9 : 45 (33) 

10 : 00 (34) 

10 : 15 (35) 

10 : 30 (36) 

10 : 45 (37) 

11 : 00 (38) 

11 : 15 (39) 

11 : 30 (40) 

0勝本英嗣・小林弘(東学大)

Caloneis silicula / C. li問 'sacomplexについての考察

0柿木孝文・小林弘(東学大)

多摩川の付着藻類植生(1)

福島博*・小林艶子料・ 0与座功子*紳・杉原美奈子*材・大塚晴江材料(*東女体大，

**横浜市大***相模原女子大付属高****神奈川公衛試)

多摩川の付着藻類植生(2 ) 

福島 博*・小林艶子材・与座功子***・ 0杉原美奈子材・大塚晴江*帥*(*東女体大，

**横浜市大，紳*相模原女子大付属高****神奈川公衛試)

多摩川冬季の付着藻と基物との関係

福島博*・小林艶子料 .0鈴木康人材・大塚晴江***(*東女体大，柿横浜市大***神

奈川公衛試)

フィンランド LakeHoytiainenとPielisjoki(河}II)のケイ藻植生

福 島 博 *.小林艶子料 .0石田勇人材・大塚晴江***(*東女体大，判横浜市大*糾神

奈川公衛試)

アラスカ極地湖沼の藻類相の研究ー1.パロ一地区湖沼群

O高橋永治*・井上勲糾・南雲保*糾・ベラ・アレキサンダー****(*神戸大・生，

**筑波大・生*紳日本歯大・生*帥喰アラスカ大・海洋研)

管状線藻の光合成系におけるルテインの生態学的意味

0御薗生拓*・横地洋之帥・横浜康継糾*(*山梨大・教育，料東海大・海洋研*料筑波

大・臨海)

緑藻クダモ類の生育環境と光合成色素

0横浜康継*・御薗生拓帥・検地洋之***(*筑波大・臨海，料山梨大・教育***東海大

・海洋研)

11 : 45 (41) HEDP (湯垢防止剤)が石灰紅藻オオシコロの光合成と石灰化に及ぼす影響について

板木孝悦・ O岡崎恵視(東京学大・生物)

12・00-12:50 (昼休み)

新体操エキジピション(12: 50~13 : 50， 7号館第 3体育館)

講 演(午後の部)

14 : 00 (42) Gonium属(緑藻・オオヒゲマワリ目)の細胞外基質の徴細構造

野崎久義(慶応義塾高)

14 : 15 (43) タラミドモナス目とクロロコックム目(緑藻綱)の 6属における 2本鞭毛遊走細胞の微細構造

0渡辺 信*・ L.GARY** (*富山大，柿オハイオ州立大)

14 : 30 (44) Mal/omonas guttata (シヌラ藻網)の短鞭毛にみられる特異な構造

0張暁明・井上勲・千原光雄(筑波大・生物)

14 : 45 (45) 黄金色藻 Phaeasterp，即 'cheriの観察

0井上勲・榎本瑞子・張暁明・千原光雄(筑波大・生物)

15 : 00 (46) フサイワヅタ (Cauleゆ'aokamurai)のピレノイドに局在する DNA

0宮村新一・姻輝三(筑波大・生物)
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15 : 15 (47) Euglenaの業縁体形成過程におけるピレノイドの形成と RuBPカルボキシラーゼの局在性につ

15 : 30 (48) 

15 : 45 (49) 

16 : 00 (50) 

いて

0角田修次*・長松哲斉*・長谷栄二糾(*東京医大・微生物，柿帝京大・医・化学)

同調培養 Chla71lJl伽 0制の CellCycleにおけるミトコンドリアの挙動:11.細胞分裂とミトコン

ドリアの形態

0江原友子*・池田雄治*・長松哲斎*.長谷栄二柿(*東京医大・徴生物，柿帝京大・医

・化学)

同調培養ユーグレナのCe11Cycleにおける巨大ミトコンドリアの形成:生体染色剤 DASPMIー

蛍光顕微鏡観察

0長訟哲斎*・池田雄治*.江原友子*.長谷栄二紳(市東京医大・微生物，判帝京大・医

・化学)

カ+ノリの形態形成ー情報発現の見地から

o Dirce YANO ・石川依久子(阪大・教養・生物)

編集委員会:3月29日(水) 14:∞-15: 30， 2号館 215号

評議員会 :3月29日(水) 15:30-17:30，2号館 215号

藻類分類基礎講座:4月 1日(土) 4号館生物学実習室

1) 9:00-12:30 黄金藻類の分類(高橋永治)

2) 13 : 00-17 : 00 車軸藻類の分類(加崎英男)
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.会場案内

会織:186東京都周立市青柳谷川上620

東京女子体育大学2号館

問い合わせ先・ 0425(73)7460

2与豊島量也

.~過

随土鱒t量タヲ9シド

7号館〈第 2・3体育館)

8号館{実験室・合宿所 ) 

9 号館(~.~~豊・ピ7 ノ}
10号館(室内プール・合宿iJi)

ソフトポー J~ コート

ノー-一.J

1. .JR中央線国立問{南口}下車立川パス「立川駅北口行きJ r東羽衣町』下車徒歩5分

2. JR中央線立川駅{北口}下車立川パス『国立駅南口行きJ r東羽衣町』下車徒歩5分
3. .JR南武線西国立駅または矢川駅下車徒歩5分

4. JR中央線立川駅(南口}下車タクシー 約10分、 470.5S0円
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日本藻類学会第 13回大会講演要旨

特別講演

Linda J. GoFF: The Origins and Evolution of Red Algal Parasites 

“Parasitic" associations occur commonly 

between various taxa of florideophycean red 

algae. In all cases examined， the parasite is 
interconnected to its host by host-prasite 

cellular pit-plugs. These interconnections 

are established when a parasite cell forms a 

nucleated conjuctor cell which fuses directly 
with an adjacent host cell. This process 

results in the transfer of a prasite nucleus and 

other cytoplasmic organelles (ribosomes， 
mitochondria， proplastids) into the cytoplasm 
of the host. Quantitative microspec-
trofluorometry using DAPI to stain nuclei 

reveals that in some associations such as 
between the alloparasite (i.e.， a parasite that is 

not taxonomically closely related to its host) 

Choreocolax and its host Polys争honia，the 
parasite nucleus does not undergo DNA 

synthesis or karγokinesis wi也白血eおreignhost 

cytoplasm. However， in associations of 

parasites and hosts that are considered closely 
related systematically (出eadelphoparasites)， 
the p訂 asite nucleus undergoes DNA 

synthesis and division within the host' s 

cytoplasm. In these cases， the somatic 

development of the parasite is reduced to the 

spore， and in some cases， a few more cells 

which penetrate the host and fuse with host 
cells， thereby transferring a nucleus and other 

cytoplasmic components. The resulting 
heterokarγotic host cell produces filaments of 

cells (primarily occupied by parasite nuclei) 

which coalesce to produce a pseudoparen-

chymatous mass of cells which upon differen-
tiation， expresses a morphology very similar 
to that of its host， although highly reduced 
in size. Although characteristically non-

pigmented， occasionally the tissue mass may 
become slightly pigmented. 

The processes by which a parasite nucleus 
invades， is replicated and is dispersed 
intracellularly through the cells of its host are 

remarkably similar to the processes by which 

a zygote (diploidized) 2N nucleus which is the 

product of fertilization invades， replicates and 
is dispersed during red algal post-fertilization 
development. These similarities suggest that 

the parasitic red algae may have evolved 
directly from “rogue" life history stages of 
their hosts. To determine ifthis hypothesis is 

correct， molecular biological comparisons 
(restriction fragment length polymorphisms-

RFLPs) of host and parasite nuclear， 
mitochondrial and plastid genomes have been 
initiated. Comparisons ofthe restriction frag-

ment length patterns of the nuclear genomes 
of parasites and hosts reveal considerable 

differences. However， preliminaηcom-
parisons of the plastid DNA from the parasite 

Plocamiocolax and its host Plocamium show no 
differences in their restriction fragment pat-

terns. Since we know that the plastid DNA is 
highly conserved at the species level in red 
algae， the similarities of parasite and host 
plastid DNA may indicate that the parsite has 

evolved directly from the host. However， it 
may also indicate that the proplastids that 

occur in p訂 asitecells may be host proplastids 

that are maintained， though not usually 

photosynthetic， within the cells of the 
parasite. Currently comparisons of the 18s 

ribosomal DNA sequences (obtained using 
the polymerase chain reaction me出ods)from 
several red algal parasites and由eirhosts are 

underway to more clearly establish the evolu-

tionary relationships of p町 asitesand hosts 
and determine the origins of these most 
enigmatic organisms. (Funded by MSF 
grants BSR 8415760， BSR 8709239 and INT 

8606405). 
(Department of Biology and the Institute of 
Marine Sciences， University of California， 
Santa Cruz) 
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(1) 0瀬戸良三*. R. N. YADAVA糾・熊野茂***• 

インド産 ComP"脚>gon僻 ruginos闘 var.catenatumと

そのとげ状枝について

Compsopogon aeruginosus (J. AG.) KUETZING var. 

catenatum Y ADAVA 1980は，藻体の主枝および枝は1)

著しく波状のくびれをなし， 2) とげ状枝は，若い枝

にも，古い枝にも多数発生し，それらは，さらに成長

するものと，しないものとがあるとの形態的特徴によ

り同種内の変種とした。このたび，この変種と同じ標

本が採集されたので，その各器官の特徴を再検討し，

特に，本変種の最も顕著な形質である“とげ状技"の

形成について判明したことを報告する。とげ状枝は，

( 1 )必ず皮層のある枝の中軸細胞の節部から内生的に

生ずる。 (2)古い枝のみならず，若い枝からも多数生

ずるが，単列糸状体からは生じなL、。 (3)皮層のよく

発達した古い枝から生ずるものも，中執細胞から内生

的に，始めは，頂端細胞が，外部の皮層におおわれて，

山形にふくらんで生ずる。すなわち最外層の皮層細胞

から，とげ状枝は，外生的に生じなL、。 (4)主軸にほ

ぼ直角に伸長した，とげ状枝は，中軸細胞と皮層を分

化し，丈夫な独得な形態で最長3.2rnrn，基部の直径

lrnrn まで大きくなる。 (5)とげ状枝は，形成した皮

膚におおわれたままで一時伸長を休止するものと，さ

らにそれから，第三次のとげ状枝を内生的に生じるも

のと，比較的に早く頂端細胞から単列の糸状体を伸長

し，普通の枝に成長するものとある。従って藻体は外

観的に異なる 2形があるように見える。(*神戸女学院

大，判'BhagalpurUniv.， India，柿*神大・理・生)

(2) 0北山太樹・吉田忠生:日本新産褐藻クロガシ

ラ属の 1種や'/u:u;ela巾 californica (SAUVAGEAU) 

SETCHELL et GARDNERの形態について

本穫は，直立枝が羽状分校し，三角形の匪芽枝を生

じるとL、ぅ特徴を持ち，これまで米国カリフォルニア

(SAUVAGEAU 1901， SETCHELL and GARDNER 1925，等)

と韓国東岸 (Booand CHOI 1986)から報告されてい

る。この種は，上述の点で，欧州に広く分布する S.

plumula ZANARDINIとよく似ているが， SAUVAGEAUは，

カリフォノレニアの藻体が 1)盤状の付着器を持つ， 2) 

主枝の下部に枝がない， 3) セグメントが部分的に横

の壁を生じる， 4)匹芽校がより長い(140-160μrn)

ことを理由に， S.〆umulavar. califomicaとして区別し

た。後に， SETCHELL組 dGARDNERはこれを独立した

種に昇格させた。

演者らは， 1987年10月， 1988年 1月及び 3月に青森

県下北半島の津軽海峡西口に位置する海岸において行

なった磯採集で，低潮線より下の石あるいはミルに着

生する，高さ1.5crn程度の羽状分校する藻体を得た。

これらは SAUVAGEAU の挙げた 4つの特徴を持ってお

り，主枝の直径 (ω-95μrn) もこれまでの記載とほぼ

一致しているので本種に同定した。現在，直立枝の頂

端部及び脹芽校からの培養が進行中であり，その結果

についても考察したし、。(北大・理・植物)

(3) 0田中次虫s*・伊藤真理判:褐藻アミジゲサ科

のフクリンアミジとサナダグサの形態

アミジグサ目アミジグサ科のニセアミジ属とサナダ

グサ属には日本産の種類としてそれぞれフクリンアミ

ジ [Diloph削 okamuraeDAWSON] とサナダグ..，.[P，邸宅，，-

d均'oncoriaceum (HOLMES) 0臥 MU臥 ] ;が記載されてL、

る。これらの種はアミジグサ属の種類と肉眼上区別し

にくい場合が多い。しかし体の構造，すなわち髄層と

皮層の細胞の数や並びかたの違いで区別される。

主として関東地方で採集されたフクリンアミジの四

分胞子体，サナダグサの四分胞子体，雌性配偶体，雄

性配偶体を観察した結果，いままで記載が不十分であ

った以下のような形態上の知見が得られた。

フクリンアミジの体は髄層および皮層が一部分 2層

以上になることがある。毛巣が体に散在する。四分胞

子はアミジグサと同様，藻体の真ん中より上の部分で

中央寄りに多数集ってできる。

サナダグ+のいくつかの標本では髄層が中央部付近

で多層になることがある。精子のうは表皮上に盛り上

がって形成される。

(*国立科博・植物研，料日本女子大・家政)

(4 ) 小亀一弘:日本産 co皿 pl姐 ate拘Itosiplwn (褐

藻，カヤモノリ科)について

corn planate Scytos争honの藻体は，帯状，中空で，カ

ヤモノリ (Scytosiphonlomentaria)に見られるくびれがな

い。また， cornplanate兵"tosiphon には，複子嚢聞に

paraphysesをもつものと，その paraphysesをもたな

いものがある。 cornplanateScytosψ，honの分類上の取り

扱いについては，大きく 2つの問題があると考えられ

る。その問題の 1つは，カヤモノリと cornplanate 

SりItoSIμonの関係であり，もう 1つは， paraphysesの



有無で分けられる 2種類の complanateScytosiphonの関

係である。今回，日本産 complanate匂ω砂'honについ

て，自然藻体と室内培養による形態観察を行なった。

その結果， complanate Scytosiphonの復子嚢は，互L、に

よく密着した複子嚢で，カヤモノリの復子嚢の形態と

異なっていた。また，複子嚢に paraphyses をもっ

complanate Scyto.ゆ，hon は，室内培養で盤状の

microthallus を形成し，その microthallus 上に

P訂 aphysesを伴う単子嚢をつけた。そして，複子褒に

paraphysesをもたない complanateS，併叩iphonは，室内

培養で盤状というよりは糸状の microthallusを形成し，

paraphysesを伴わない単子獲をつけた。カヤモノリと

複子嚢に paraphysesをもっ complanateScytosiμon，そ

して複子嚢に p釘 aphysesを欠く complanateScytosiphon 

は，上記の形態上の違L、からそれぞれ別種であると考

えら れる。(北大・理・植物)

(5 ) 川嶋昭二:ネコアシコンブ属 (Arthrot1uJmn叫

Laminariales) 2種の葉の形態.特に幼体と成体に

おける変化について

ネコアシコンブ属 (Arthrothomnus)の胞子体は単葉の

1年目薬体が十分生長すると，業基部の両縁に形成さ

れる耳形体から次年の葉をつける新茎を生じると共

に，旧業が基部から脱落して 2叉状の 2年目薬体とな

り，以後も毎年 1回，同じ方法をくり返して重複叉状

分岐した叢体を形成する。

ところで，本属に属する 2種のうち，ネコアシコン

ブ(A.bi.fidl山)の葉は幼体(1年目)から成体(2年目

以上)に至るまで一貫して単条で，広い線状の基本形

態は生涯変わらない。しかし，チシマネコアシコンブ

(A. kurilensお)について TOKIDA(1937)はサハリン島ノ

トロ岬附近の業体を観察し， 1年目と 2年目の葉は広

い倒按針状で，下部に順次せまく，上部は数葉の裂片

となる掌状業の特徴を示し 3年目に至って初めて単

条の葉を形成することを示した。ただ，彼はこのよう

な掌状棄は本種の幼体の業として正常かどうか確かで

ないと疑問も述べている。

最近，演者が入手したチシマネコアシコンブ(網走

沖漂流物)の 1年目， 2年目葉体は時田博士の示した

掌状業ではなく，ネコアシコンブとほとんど変らない

単条棄の特徴を持っていた。ここでは同博士の報文，

標本と比較し，若干の意見を述べる。
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(6 ) 梶村光男:ミヤベモク(褐藻.ホンダワラ科)

の一新変種

葉状体の長さは1.5-2.1m。付着器は最初小盤状で，

やがてその縁辺部から円往状で直径 1-1.5mm，長さ

1-3 cm，繊維状の仮根を多数放射状に生じ，その先端

附近からまれに新個体を生ずる。単条で多年生の主軸

は短く，円柱状で直立し， 1年生の主枝を螺旋状に生

ずる。主枝はその下部及び先端附近以外では至る所で

屈曲し，ねじれる。主枝には←5本の縦に走るみぞ

が有るが，陵線は丸味をおびていて，角張ることはな

い。主枝から比較的短い側枝を多数螺旋状に生ずる。

葉は円柱状の短柄を有し，彼針形で，中肋はなく，長

さは 1-2cm，幅は 1-3mmで，全縁文は浅い鋸歯を

わずかに有し，鋸歯は葉の先端寄りに出来ることが多

い。下部の業はそり返ることなく，業序 1/3-2/5で螺

旋状にほぼ水平に生じ，脱落して痕跡を残す。毛叢は

不規則に散在する。気胞は円柱状の短柄を有し，紡錘

形で，長さは 3-5mm，直径2-3mmで，普通先端に

小突起を有するが，成熟体ではそれが不明瞭なことが

有る。本変種は雌雄異株で，生殖器托は円柱状の短柄

を有し，ほぼ円柱状で先端に細く，雌性生殖器托は長

さ5mmを超えることなく，直径も lmmを超えるこ

となく，雄性生殖器托は雌雄生殖器托よりやや細く，

長さは比較的長く，それぞれ側枝又は側小枝の先端部

に房状をなす。隠岐烏に於ける成熟時季は5月下旬か

ら7月中旬迄である。(島根大・理・臨海)

(7) 吉田忠生:紅藻ミリンの学名について

日本中部から中国に広く分布するミリン科の紅藻ミ

リンはオーストラリアを typelocalityとする Solieria

rob凶飽 (GREVILLE)KVLINの学名に当てられて来た。

オーストラリアの標本と比較して，日本産の材料は

いくつかの点で異ることが明らかになった。

外形的には， S. rob山胞の基部は分校する短かい繊維

状構造を多数もった附着部を形成し，直立部は太さ

1-5mmで円柱状ないしゃ L扇圧する。ミリンは盤状

の基部をもち，直立部は幅 3-15mm となり，若いと

きには円柱状であるが，老成すると扇平になる。

その他の差を考えると，その分布の違いとともに，

両者を同一種であるとはいえなL、。

これまでに記裁された名前をもとにミリンの命名上

の問題点を論ずる。(北大・理・植物)
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(8) 0増国道失*・ KathyA. MILLER** :アリュー (10) 0申 宗岩・三浦昭雄:スサビノリの室内培

シャン列島産紅藻ノコギリヒパ属 養による自殖率の推定

ノコギリヒパ属 (Odonthali阻，イギス目フジマツモ 自殖率は植物の交雑育種および品種特性の維持にと

科)は北半球の寒流域の代表的な紅藻で，現在までに って基本的な情報の一つである。栽培ノリの代表的な

12種知られてし、る。基準種の O.d.開 tata以外はすべて 対象種であるスサピノりは雌雄同株であるので自殖と

北太平洋に生育している。北海道からカムチャツカに 他殖の機会をもつが繁殖様式の実態はわかっていな

至る北太平洋西岸に9種(うち， 6種は固有)が，ア い。スサピノリでは緑色型および赤色型などの色素変

ラスカからカリフォルニアに至る東岸に4種(うち， 異型が分離されている。それらは同一連鎖群に属する

2種は固有)が生育している。両沿岸を繋ぐ位置にあ 単一，劣性遺伝子支配の変異型である。そこで緑色型

るアリューシャン列島には調査が不十分なためか， 2 と赤色型遺伝子を標識遺伝子として変異型と野生型お

種が記録されているに過ぎない。今回， MILLER よび変異型と変異型の交雑実験によって自殖率の推定

(1987年)と北海道大学探検部(1975年)によって採 を行なった。交雑実験は実験室内で一定条件下で行な

集された標本，並びに Universityof British Columbia った。変異型と野生型との交雑の場合には変異型から

に保管されている標本を調べた結果， 2新種を含む6 の次代糸状体では，自殖による糸状体は変異型と同じ

種の生育が確認された:フサノコギリヒパ (O.jloccosa)， 色彩型を示し他殖による糸状体は野生型を示す。全糸

カムチャツカノコギリヒパ (0.ka附 chatica)，シコタン 状体に対する緑色型又は赤色型の糸状体数の比を求め

ノコギリヒパ (0.kawabatae)， O. s，融制i，O. umnakensis sp. れば変異型と野生型との交雑の場合における自殖率が

nov.及び O.uniseriata sp. nov.。これらの種は中肋の有 得られる。また変異型と変異型との交雑の場合には自

無，生殖枝の分化の程度，嚢果の形，四分胞子嚢托の 殖による次代糸状体は母藻と同じ色彩型を示すが他殖

配列及び節間当りの四分胞子嚢の数などの形質の組合 による糸状体は野生型を示す。全糸状体数に対する緑

せで特徴づけられる。(北大・理・植物柿， University 色型又は赤色型の糸状体数の比をもとめればこの場合

Herbarium， Univ. ofCalifomia at Berkeley) の自殖率が得られる。その結果，緑色型と野生型の交

(9 ) 野呂忠秀:フィリピン・パラワン島周辺におけ

る褐藻木ンダワラ属の種類と分布

1988年 1月から 2月にフィリピンの Palawan島全

域と Mindanao島 Zambo阻 ga，Cebu島 Mactanに

分布するホンダワラ属藻類を採集するとともに，生育

海域の水質調査を行なった。その結果，ホンダワラ亙

属に属する Sargassumcrassifolium J. Ag. (アッパモク)， 

εmゅ lium C. AG.(トサカモク)，εfeldmannii 

雑組合わせでは48.5-55.0%，赤色型と野生型の組合

わせでは45.1-56.5%，緑色型と赤色型の組合わせで

は緑色型を母藻とした場合は46.0-54.5%，赤色型を

母藻とした場合は44.8-55.6%であった。

(東水大・植物)

(11) 猪口員美*.0丸山 晃紳:プランクトン珪藻

Cycゐ品ellacomω集団の差異とひろがりー富士五湖と

芦の湖の事例からー

PHAM， S. ilicifoli肌 C.AG.(ヒイラギモク)， S.脚 llei 1987年5時期の富士五湖と芦の湖の沿岸部35地点の

REINBOLD， S. oligocystum MONTAGNE， S. to供)lstumMON- 表層採水資料を用いて，C. comta集団の細胞サイズ，

TAGNE(コパモ !l)とS.siliquosum J. AG. (キシュウモ !l) 縁部幅，条線密度，細胞密度，栄養塩濃度などが測定

の8種類を確認した。このうちアッパモタとトサカモ された。多くの珪藻は，二分裂により小型化した細胞

タは鹿児島県奄美諸島以南にも生育するが，その他は が有性的に増大する生活環をもつが，C. comtaの自然

すべて本邦に分布しない種であった。 集団も，統計的に，殻面径や珪殻の模様が規則的な年

今回採集した標本を用いて，種内の形態変異の幡を 変動をする。同一集団で，殻面径 (D)が小さくなれ

明らかにするとともに，種聞の外部形態を比較検討し， ば，縁部幅 (M)も狭くなるが，条線密度 (8)は大き

あわせてインド一太平洋海域での分布を文献学的に調 く，また M/D比は同じか大きくなる。但し， D-M， 

査したのでその結果を報告したL、。(箆大・水産 D-8，D-M/Dの相関係数は，この順序で小さくなる。

春から秋にかけて，この関係を保ちながら， D，M，と

M/D 比は小さい方へ， 8は大きい方へ移動する。 D，



M， S， M/Dの湖沼内差は，どの時期も小さL、。殻面

径の年変動幅や範囲は，湖沼間で大きく異なるが，こ

れがどのような性質のものか，まだ分からなL、。珪殻

のタイプと細胞密度や環境の関わりについても言及さ

れる。(*日本工学院専門学校**東大・応徴研)

(12) 0杉田美成子・西脇優子・石川依久子:

尋問li:聞の運動をさぐる

多くのらん藻は，細胞骨格系運動器官をもたず滑走

運動で移動することが知られているが，そのメカニズ

ムはほとんと.わかっていなL、。滑走運動の機作をさぐ

る第一歩として，Spiruli回 subsalsaと砂irulinaplatens白

を用い， ビデオ撮影およびレーザー顕微鏡による生体

観察をおこない，運動の詳細を解析した。

S. subsalsaは密なコイル状でドリル様の移行運動を

するが， S. pla初日日は輸の回転をともなう波型の運動

をおこなう。 トリコームを構成する個々の細胞は，ね

じれのあるわん曲した円柱状で， S. pla伽 SIS では短い

円柱であるのに対し， S. subsalsaでは長く，ねじれた

馬蹄型を呈している。両種の運動パターンは基本的に

同一であるが，わん幽した円柱の長さの差異が，見か

け上，異った運動パターンを表現している。 トリコー

ムの移行はないし数個の細胞が順次に固定基質に

接着することが必須で，この接着部で生じた基質との

反発力が推進力となってトリコーム全体のねじ巻き前

進運動をおしすすめているとみられる。電子顕微鏡に

よる細胞断面像から，基質との接着部はラメラ間際の

滞状部分と考えられるが特殊な徴細構造は認められて

いなL、。接触部を理解するため，運動速度と基質の種

類および接触面積との相関に注目した。

(阪大・教養・生物)

(13) 0井上勲・場輝三:高速ビデオによる鞭毛

運動の観察と解析(1 )プラシノ藻 Pteros伊明a

cristatum 

鞭毛運動は，細胞のある環境から他の環境への移動

や有性生殖時の接触あるいは水流を誘起することによ

って細胞に供給される栄養塩を増加するなどの役割を

果たしている。このような鞭毛運動は鞭毛生物にとっ

て重要な意味をもつものであるが，その進化的あるい

は系統的な意味は十分に研究されていなし、。演者らは

200コマ/秒の高速ビデオを使用してさまざまな藻類

の遊泳細胞を撮影し，鞭毛のビートパターンの解析を
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行なっている。ここではプラシノ藻 Pt，宵'osp昨ma

cristatumの鞭毛運動について得られた結果を紹介する。

Ptero学'erma114本の鞭毛を後方に向けて遊泳する藻

類で，細胞の比較形態から鞭毛を前方に向けて前進す

る乃rramlmonas属の藻類との類縁が明らかになってし、

る。この藻類の鞭毛ビートパターンの特徴は 4本の

鞭毛は一平面状で波動し，屈曲波は鞭毛の基部から先

端に向けて伝達される。また 1本の鞭毛はしばしば他

の3本と異なる挙動を示す。すなわち，遊泳時の屈曲

波の周期に他の 3本と 2/1程度の位相のずれが生

じ，細胞の浮遊状態から遊泳状態への移行時にも 1本

が独自の挙動を示す。

加。ゅ'trmaの運動はこのようにか'llmlmonasや他の

多くの緑色藻類にみられるいわゆる平泳ぎ型の遊泳

(bre描門troke) と異質のものであり，むしろ動物の精

子のそれに類似している。(筑波大・生物)

(14) 福永公平:アオミドロの簡易培養法

ここで述べるのは，純粋培養ではないが，アオミド

ロ

糸状体の培養法としては，よい方法と考えている。

まず，固ゆでにした新鮮な卵黄，約 25mgを少量

の水道水中でつき砕き，濃い懸濁液にしたものを，ビー

カー中に 1目前からくみ置かれた 1.Qの水道水中に

加え，かくはんしておく。さらに 3日間以上ふたをせ

ずにおいてから，アオミドロを入れるが，容器として

は，もっと小型のピーカーを使用し分注しでもよい。

培養はふたをせず，直射日光を避け，光源として白熱

電灯または植物育成用の蛍光灯を使い， 24時間明期で

あれば，照度 500Lux-700 Luxになるように距離を

加減する。

この培養液は 7日-10日ごとに新しく作製し，古い

培養からうえついて増殖させる。(阿佐谷生研)

(15) 0藤田大介:海藻の形態とサザエの摂餌行動

サザエの摂餌に関しては既に投餌海藻への誘引，摂

食量，胃内容物組成，殻色への影響などが調べられて

L 、るが，演者は海藻の形態と摂食行動の関係を調べて

みた。観察したサザエは殻高 20-70mm，最大関口

時の口の大きさ(高さ x幅)は1.8mm  X 1.5 mm  

-4.6mmx4.3mmであった。各種海藻30種を投与し

て観察した結果，糸状海藻(ホソユカリ，マタサ等)

や薄い膜状海藻(アナアオ-iT，アヤニシキ等)は左右
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2葉に分かれた足盤の先端ではさみ押さえて食いちぎ

って摂食した。厚い膜状海藻(クロメ)は葉面及び縁

(特に損傷部)を嘗め削って摂食した。円柱状海藻(ミ

ノレ， クロソゾ等)の場合は口の大きさによって両方の

食べ方を示した。また岩石上の殻状無節サンゴモ(ク

サノカキ)に対しては摂餌が見られなかった。サザエ

の投餌に際しては口器の発達に応じて食べやすさも考

慮 すべきである。(富山県水試)

(16) 0加藤辰己h 渡辺真利代糾・渡辺員之*.アイ

ソザイムを遺伝標識とした M初旬層的属藍藻の分

子分類学的解析とその有効性

Microcystis属の 3種 M.aerugirwsa， M. viridis， M. 

wesenbergii は混在することが多いが，一般にはそれら

の種レベルで、の同定は困難なこととみなされている。

また，種の範囲や系統関係についても不明の点が多く，

分類学的再検討の必要性を指摘されてきた。しかし同

属藍藻の単純な体制からみて，外部形態に基づいた分

類学的研究の新たな展開は非常に困難であると考えら

れている。このような現状をふまえ，本研究において

は，アイソザイムを遺伝標識とした分子分類学的解析

の有効性を検討するために，日本各地の湖沼から収集

した21株の Microcystis属藍藻を材料に， IDH，6PGD， 

PGI，PGMの4酵素についてアイソザイム遺伝子の遺

伝子型を調査した。

その結果，M.v. (4株)と M.即・ (3株)の 2種がL、ず

れも単型的であるのに対し M目a.(14株)は極めて多型

的で同ーの遺伝子型を示すのはわずか2組しかないこ

とが明らかになっ 7こ。このことは M.ι が hetero-

geneousな分類群である可能性が高いことを示唆して

いる。また M.即.は， IDH， PGI， PGMの3酵素にお

いて，他の 2種に見られない特異的な対立遺伝子に固

定していた。このことは，M.即.の分類群としての独

立性を支持するとともに，M.即.が M.a.やM.v.とは

異なる系統的位置にあることを示唆している。これら

の結果から明らかなように，アイソザイムを遺伝標識

とした分子分類学的解析は Mi記rocystis属産藻の分類学

的再検討を行う上で有効な解析法のひとつであると考

えられる。(*国立科学博物館，材都立衛生研究所)

(17) 中野武登*. 0半田信司**.樹皮から得られた

緑藻の一新属

今回報告する藻類は， 1987年12月に広島県北東部の

帝釈峡に生育する樹木の樹皮表面から分離されたもの

である。

本種は単細胞性の緑藻で，細胞は球形~だ円形，直

径は通常 5-8μm。葉緑体はカップ状又は不規則な切

れ込みを持ち，側壁性である。ピレノイドはない。単

核。増殖は独特な自生胞子形成により，有性生殖は認

められなL、。

胞子形成の様式は，細胞の一端が膨み，幅 2-3pm，

高さ 2~4μm の突出部を形成し，母細胞との聞が細

胞壁で隔てられるものである。胞子は後に母細胞から

分離する。分離後に母細胞の突出部の細胞壁がそのま

ま残っているため，この分裂は自生胞子形成の一様式

と考えられる。なお，次の自生胞子形成は，同じ位置

から連続して行われる場合が多いが，数個の突出部を

持つ細胞もみられる。

この様な自生胞子形成は，他の緑藻類にはみられず，

本種はクロロコックム目の新属として位置づけられる

べきものと考えられる。

(*広島大・理・植物，料広島県衛連)

(18) 0竹下俊治*・井口数彦**・中野武登*・岩月善

之助*地衣類 C/Qdonia(ハナゴケ属)から分離さ

れた共生藻類の分類学的検討 (1)

現在までに地衣類 Cladonia の共生藻類として，

Trebo山旭町ici，T. excentrica， T. glomerata， T. i"egularis， T. 

mag叫 T.pyriformisの6種が報告されている。

今回，日本産 Cladonia11種について共生藻類を分離

.培養し，分類学的検討をおこなった。その結果，TreboUXIll 

erici， T. excentrica， T. glomerata， T.砂F扮Irmisの4種が認

められた。これらのうち，尻町ICIおよび T.pyriformis 

の2種は，いずれも CladoniagracilisとC.ramulosaの両

種から分離された。しかし，同ーの地衣体からは 1種

の共生藻類しか得られなかった。

なお，今回分離された Trebo山iaerici， T. pyriformisは

日本新産である。

(*広島大・理・植，判八幡浜工業高)

(19) 秋山優地衣植物およびコケ植物の藻類に対

するアレロパシー効果

地衣植物あるいはコケ植物には，バクテリアに対す

る抗生作用があることについては古くから知られてい

る (BURKHOLDERet al. 1945; MCCLEARY et al. 1960)。し

かしこれら植物体成分の藻類に対する影響について



は， WOLTERS (1960)， KINRAIDE & AHMA叩 AN(1970)の

報告をみるにすぎなL、。今回これらの植物の体成分が

藻類の生長に対する効果についての検討を試みた。

1) 地衣植物のアセトン抽出物については， 18種

中9種が藻類に対する阻害効果が認められ.ヘラガタ

カプトゴケが最大であり，生体ベーストによる試験で

は， 18種中12種に同様の効果あり.オオマツゲゴケが

最大であった。

2 ) アレロパシー効果物質として考えられる地衣

酸のなかでは，ウスエン酸の効果が最大であり， リケ

ステリン酸，フマールプロトセトラール酸がこれに続

き，ウロスリック酸，スチクチック酸ではその効果が

微弱である。

3 ) 苔類のアセトン抽出物では15種中 6種に阻害

効果があり，ジャゴケが最大であり，生体ベーストで

はマキノゴケに最大の効果が認められた。

4) セン類のアセトン抽出物では51種中20種に効

果があり ，Bra&，り'Ihe，日・umsp.が最大であった。

5 ) ヤノウエノアカゴケのメタノール・タロロフ

ォルム抽出成分中，その有効成分は疎水性画分に認め

られる。(島根 大・ 教育 )

(20) 0漬回 仁*・坂東忠司帥・石田政弘帥*・斉藤

真弘***ミカヅキモとクラミドモナスに対する r
線と a線の影響

ミカヅキモとタラミドモナスの雌雄の細胞にr線と

α線を照射し，生存率と形態への影響を調べた。まず

両藻共に生存率に対する雌雄の差はなかった。 37%生

存率の線量は，T線を照射した場合は， ミカヅキモが

150 Gy (15000 rad)，クラミドモナスが 65Gyであり，

α線を照射した場合は， ミカヅキモが 26.3Gy，タラミ

ドモナスが 11.5Gyであった。この事から，α線の r線

に対する生物学的効果比 (RBE)は，両藻共に 5.7で

あり，文ミカヅキモはクラミドモナスに比べて， 2.3 

倍も両方の放射線に対して抵抗性である事が分かっ

た。またr線の生存曲線から求めた標的数は，クラミ

ドモナスは 2~3 ， ミカヅキモは 4~8 であったので，

基本的なゲノム数弘前者は 2~3，後者は 4~8 ぐら

いであろうと推定した。次にミカヅキモで放射線照射

後10 日後に， 2~10個の細胞数の段階で死んだコロニー

の形態を見ると，T線では 1コロニー内の各々の細胞

は，それぞれ異なった形態をしているのに対し， α線

を照射した場合は，姉妹細胞どうしが全く同じ形態か，

又は非常に良く似た形態をしていた。これはr線が
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DNA の単鎖を破嬢するのに対し，a線が同じ場所で

両鎖共に破捜するという，線質の違いによるものと考

えられる。

(*富山医薬大，柿京都教育大***京大原子炉)

(21) OChristine A. OllOS∞・大野正夫:高知県・

浦の内湾産オゴノリ属5種の成長について

高知県下の浦の内湾には 5種類のオゴノリ属:ツ

ルシラモ (Gra&ilariackorda)，オオオゴノリ (G.gigas)，オ

ゴノリ (G.vemu;osa)，カパノリ (G.加 ωril)とミゾオゴノ

リ(G.incurvata)が生育しているが，これらの種類の成

長に関する調査を2年間にわたり行なったので報告す

る。

これら 5種類の藻体は，確認の困難な季節もあるが，

周年にわたって採取できた。

湾内ではツルシラモが最も多く，次いでオオオゴノ

リ，他の 3種は生育区域も狭く量的に少なかった。 5

種類の胞子からの発芽体は11月下旬から12月にかけて

出現 (2~3cm)し，同じ頃盤状体からの新個体も確

認された。これらの個体は， 1~4 月の期間に伸長が

著しく， 4月下旬に最大葉長に達した。生殖器官は 2

月から出現し， 4月下旬にもっとも多くみられた。 5

月に入ると主枝の先端部や側枝の消失がみられるよう

になり，現存量の減少が始まった。ツルシラモは，主

枝が短〈中実部がぬけるものが多くなった。 6~7 月

の悪天候時には，これらの藻体の打ち上げが多くなっ

た。 8~10月には，これらの種類は砂に埋れた岩盤上

に盤状体やわずかに主枝の残存部のみ確認できた。こ

の期間の主校には生殖器官がみられ寄生藻が多かった。

5種類のなかでオゴノリの藻体は周年確認しやすく，

ミゾオゴノリとカパノリは確認しやすい藻体の大きさ

の期聞が短く，ツルシラモとオオオゴノリは成長速度

が速いというそれぞれの種の特性が明らかになった。

(高知大・海洋生物センター)

(22 ) 大野正夫:フィリピンでの養殖キリンサイ

E即 heum4oh岨reziiの日本での生長実験

フィリピンのポホール島沿岸で，多く養殖が行われ

ている Eucheumaalvareziiの2品種:Brown strainと

Green strainを日本に持ち帰り，換水が行われている

屋外水槽で生長実験を行なったので報告する。

材料は 7月下旬に，海水を加えず湿らした新聞紙で

覆った状態で航路3日間で移送した。藻体はただちに
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水槽につるされたが死滅した部分が多かった。生き残 (24) 林田文郎:駿河湾，奥津海岸におけるサガラ

った部分から生長がみられるようになり実験が開始さ メ?の生態について

れた。実験開始時は，非常に小さい業片 (1-3cm)で

あったが.培養 1ヶ月後には，分校が起り正常な形態 サガラメは褐藻植物・コンプ科のアラメ属に属する

の藻体となった。水槽は，温度調節されずほぼ湾内の 多年生の大形海藻で，駿河湾西岸域から紀伊半島の白

水温に近い温度で推移したが，水温が 270C から 浜周辺まで分布するとされている。本種は静岡県・栂

200C(11月中旬)まで低下する期間，生長速度に大き 良地方では古くから食用として利用されているもの

な差異が認められず，湿重量での日間生長率(%)は， の，その生態に関する研究は殆どなされていなL、。

Brown民rainで 5.0-7.2%，Green strainで 4.2-7.2% 本研究は，静岡県興津海岸におけるサガラメの群落

であり， Brown strainの方が多少生長率が高い傾向が 構造を明らかにする目的で， 1982年4月から1983年 1

みられた。 200C 以下になると日間生長率は 2%以下 月まで10固にわたるスキューパ潜水により，サガラメ

になり， 15.20Cに低下した12月下旬に死滅した。 の垂直分布，個体密度，個体長，個体重量，茎径組成，

この 2品種は，ポホール島養殖場内で，成熟個体は 葉片数，葉面積指数および現存量などについて調べた。

みとめられず，今回の実験期間中でも生殖器官は確認 一方，成熟に関する調査は， 1981年9月から1985年 1

されずに死滅した。したがってこの 2品種は不稔性に 月まで継続して実施した。

なっているのではないかと推測している。 本研究により，つぎのような諸知見が得られた。成

(高知大・海洋生物センター) 体の個体密度は，季節的にほぼ一定で 1m2 あたり約

12本であった。個体長は 6-8月および翌年の 1月に

(23) 0名畑進-*.阿部英治判・(故)垣内政宏*. 最大に達し，約80佃を示した。個体重量，業面積指数

北海道西岸寿都町磯谷の二年生コンブ および現存量は，業部の成長に伴L、いずれも 6月に最

大となり，それぞれ約 660g(生重)，約 1Om2/m2 ， 

北海道後志沿岸は一年生のホソメコンプの分布域で 8.6kg(生重)1m2 (約1.5kg乾重1m'つであった。葉片

あるが，磯谷では良質の二年生コンブが生産されてい 数は周年20-40枚で，業片 1枚あたりの重量は6月に

る。演者らはこの二年生コンブの生態を明らかにする 最大に達し，約 15g(生重)である。成熟率は一般に

ため調査をおこなってきた。 5月-8月の夏季において最も高い値が得られた。

二年目コンブは水深 3-6mに生育し，一年目コン (東海大・海洋)

プの分布とは負，フシスジモタ・エゾヤハズとは正の

相関性があった。 1985年9月の一年目コンプと翌年6 (25) 0前川行幸・喜田和四郎:アラメ・カジメ配偶

月の二年目コンブの生育密度から，この聞の生残率を 体の生長と光強度の関係

7-25%(平均13%)と推定した。また標識を付けた調

査では， 11月~翌年6月までの生残率が5-14%であ 演者らはこれまでに，アラメ・カジメ幼体の発芽ゃ

った。再生する個体は小型で肥大度が低く， 9月頃か 生長は，群落内の暗い光環境により規制されているこ

ら“っき出し"が認められた。 とを明らかにしてきた。今回は，アラメ・カジメ配偶

一方忍絡のホソメコンブと磯谷のー・二年目コンブ 体をさまざまな光強度の下で培養し，生長及び成熟に

から採酋し，忍路湾で養殖による生長の比較を行った。 必要な光条件を明らかにしようと試みた。

12月の早出し種苗では磯谷二年目コンブを母藻とした 三重県志摩半島沿岸から採取した，アラメ・カジメ

ものにのみ再生がみられた。また2月の遅出し種苗で から遊走子を放出させ，水温200C，光強度を 0ー

は磯谷ー・二年コンブに再生がみられた。忍路コンプ 100μElm2/s の聞で10段階に変化させ， 10時間明， 14

lì~ 、ずれの場合にも再生しなかった。さらに磯谷二年 時間婿の光周期の下で培養し，生長を観察・測定した。

目コンブを水深1.5と4.5mに垂下したものでは，水 生長は面積を測定することにより求めた。アラメ・カ

深 4.5mのものが多く再生した。これらの結果から磁 ジメとも， 5μElm2/s以上でほぼ同様の活発な生長を

谷の二年生コンブは，その寿命が発芽時期や生育水深 示し，培養約5日後には形態の差から雄雌を区別する

等の環境条件に影響されるが，遺伝的に二年生の特質 ことができ，培養15-20日後には卵の形成が認められ

を持つものであると考える。 た。 2μE/m2/sの光強度下ではやや生長が遅いものの，

(*道立中央水試・ H 道立網走水試) 正常な雌雄の分化，卵形成が認められた。 1および



0.5μE/m2/sの光強度下では，生長はゆるやかであり，

培養後50日を経ても雌雄の分化がみられず，一見して

雌性の形態のまま生長を続け，卵形成も認められなか

った。 0.2pElm2/s 以下の弱光下ではほとんど生長せ

ず，培養15-40日後死亡した。また本実験からは，光

強度に対するアラメ・カジメの顕著な生長の差は認め

られなかった。

1 pElm2/s 以下の光強度は天然群落内でも充分観察

される値であり，光環境はアラメ・カジメ配偶体の生

長や成熟を規制する重要な要因のーっと考えられた。

(三重大・生物資源)

(26) 0寺脇利信*・新井章吾**カジメ幼体の入植

に及ぼす人工基盤の突起の角度の影響
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部に位置する須崎湾の岸壁に確認されて以来，狭い範

囲ながら毎年群落を形成している。ワカメの成長に関

する研究は，養殖ワカメについて数多くみられるが，

自生しているワカメについての報告は，殆どみられな

い。本研究では，水温分布から南限と思われる須崎湾

奥部に自生しているワカメについてその生態的特性を

調べた。

土佐湾に自生するワカメの幼芽は，水温が 170C前

後になる12月中旬からみられるが，水温が 160C前後

となる 1月中旬になると多く確認できた。その頃，藻

体の長いものでは約 10cmであった。 1月下旬には最

大30cmに達したものもあった。その後，水温の低下

(最低水温 14.10C)とともに急速に伸長した。 3月下

旬，再び 160C 前後になる頃，成実業を形成し始めた。

水温が 190C 前後の 5月上旬になると最大個体は

褐藻・カジメは，沿岸部の岩礁繊において海中林を 110cm に達し，ほぼ全個体が成熟していた。その後

形成しており，近年，水産資源保護を含む環境保全の は末枯れがみられ，水温 220C以上となる 6月下旬に

立場から，その重要性が指摘されている。演者らは， すべて消失した。またこの群落では，水深の違いによ

カジメを対象に，自然海犠における実験結果から，カ って成長の度合が異なり， 1m層では伸長が速く消失

ジメ幼体の入植に及ぼす人工基盤の突起の角度の影響 も早い季節におこるのに対し， 3m層では，伸長が比

について知見を得たので報告する。 較的遅〈消失の時期も遅かった。更に 6m層では伸

天端面に立ち上がり角度 5-120。の突起物を埋め込 長が遅く，また藻体は大きくならなかった。

んだ狼固め用エックス型1tプロックを，三浦半島小 (高知大・海洋生物センター)

田和湾湾口部の水深約 10mの砂地海底に，当該海域

における周辺のカジメ群落での成熟時期である1986年 (28) 能登谷正浩:青森県下北半島沿岸におけるアカ

11月15日に投入・設置した。設置後 0.5，2， 6， 8， 10ケ モクの生き残り藻体について

月および 1年目に，突起物上の調査区に入植した海藻

の被度およびカジメの個体数を調査した。 アカモタの分布は北海道の東部沿岸を除いて日本の

優占種は，突起物の角度 0-60。では珪藻→アナアオ ほぼ全沿岸に認められる。青森県の津軽海峡沿岸には

+→フタロノリ→無節サンゴモまたはアラメ 姐 d/or 以前からその分布は認められているが，近年，大関付

カジメ(幼体の区別が困難なため)と変化したのに対 近の沿岸または，それまで生育の見られなかった太平

して，突起物の角度90および 120。では珪藻の後，直 洋沿岸の尻屋で生育量の増加が認められており，マコ

接アラメ組d/orカジメに変化した。アラメ and/orカ ンプ等の有用藻類と競合する害藻となっている。

ジメの着生個体数は，突起物の角度60。以上で，角度 アカモクはホンダワラ類の代表的な一年生種として

が大きくなるほど増加する傾向が認められた。アラメ 知られており，下北半島沿岸でも11月に幼芽が見られ，

and/or カジメの着生部位は，突起物の稜角部が多く， 翌年の 7月には成熟し， 8月には殆どの言葉体は流失す

特に，角度 120。では上縁の稜角部に集中していた。 る。しかし，少数の生き残り藻体も認められている。

(*電中研・我孫子・生物，柿(株)海藻研) 今回，演者は下北半島沿岸の下風呂から本種の生き残

り藻体を得ることができた。これらは①仮根部，主枝

(27) 0筒井功・大野正夫:土佐湾に自生しj始めた が太く，古い側枝や葉および再生枝が多数出た藻体，

ワカメの生態的特性 これとは反対に②仮根部および主枝は細く，古い側枝

や葉はほとんどなく，少数の再生枝を持つ藻体，③主

ワカメは温海域に分布するが，高知県沿岸には分布 枝が下部から上部にかけて順次新しい主技へと変化し

しないとされていた。しかし， 1976年に茎上部が比較 ている義体など，外観から 3型に分けることができた。

的長いナンプワカメ型のワカメの生存が，土佐湾中央 このことは，それぞれの藻体の生育期の生長状態によ
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って異なる形態になったものと推測され，更に，当沿

岸海域に生育するアカモタには越年して 2年生となる

藻体もあることが判明した。(東水大・藻類)

(29) 0古角正晴・大野正夫:土佐湾産における 2

タイプのマメタワラ (Sarg，闘訓mpi，同 nm)の形態

と成長について

マメタワラは多年生のホンダワラ類で，土佐湾の内

湾域に広く分布している。高知県浦ノ内湾においても，

湾口から細長く入り組んだ湾の最奥部 12km まで繁

茂がみられるが，湾口と湾中央部のマメタワラでは，

形態と生態的な特性において違いがみられたので， 2 

年聞にわたり，形態的及ひ'生態的な調査を行った。湾

中央部と湾口のものとの形態の違いは，特に初期業の

裂片の幅が中央部では細く，湾口では広L、。成長期で

は葉長にも差がみられ，湾中央部のものは主枝も細く

短い。季節的消長は2タイプの藻体とも幼芽の出現期

は11月上旬からみられ，成長過程にはあまり差はみら

れず，4月下旬には湾口部のものは平均主枝長 160cm，

湾中央部では約60cmであった。成熟期は5月上旬か

ら1月間であり， 6月に入ると流失が見られた。夏期

の聞は湾口部では根茎部の残存がみられるが，湾中央

部では確認が困難であった。発芽期においては湾口部

では根茎部からの発芽が多く見られたが，湾中央部で

は幼怪からの発芽体が多かった。 2つのタイプの藻体

を相互に移植しても，形態及び成長に関しては，移殖

地の環境に影響されず，もとの生育地のものと同じ形

態と成長を示した。(高知大・海洋生物センター)

(30) 0石井明子*・福島博柿・小林艶子柿*.羽状

ケイ藻 F時曲巾抑制taEHR.の形態変異

1987年11月北海道大学構内の池で得た299個体を研

究に用いた。ケイ殻長のレンジは 4.5-21μm，ケイ

殻幅のレンジは4-6μm，10μm聞の横条線のレンジ

は9-14本である。この計測値は，Frogi/a巾 pinna胞の

従来の計測値とほぼ似たものである。

今回調査した個体群のケイ殻の外形は，円形，円状

菱形，菱形に 3区分することができる。それぞれの頻

度は， 15.4， 10.0， 74.6%で，円形から菱形まで連続し

た形質といえる。円形の個体群は Frogilariapinnataの

典型的な形態と考えられ，菱形の個体群は典型的な

V釘 ./ancettulaと考えられる。従って， var. lancettulaは

基本種の Synonymにすべきである。

ケイ殻が菱形の個体群は，両端部の全く突出しない

群，明状に突出する群，両端部が頭部状に突出する，

あるいは片方が瞬状で他方が頭部状に突出する群にわ

けることができる。それぞれの頻度は45.2，26.4， 

3.0%である。先端の形状は，鳴状と頭部状の区別が

困難な場合が多く，頭部状の先端をもっ個体は var.

lancettu/a (SCHUM.) HUSTEDT f. 仰が帥 (KRIEGER) 

HUSTEDT とされているが，この taxon も基本種の

Synonymにすべきである。

(*東京都水道局**東女体大，判*横浜市大)

(31) 福島博*・小林艶子紳・ 0勝山志乃柿*・大塚

晴江糾**: Ni.倒的lareC61lS LANGE-BERTALOTの形態

変異

児島湖横の川(岡山市)で1988年10月に得た388個

体を研究に用いた。今回研究に用いた個体群はケイ殻

の外形は線状披針形をしているが，両側縁が明らかに

湾出する，僅かに湾出する，並行であるの 3群に区別

することができ，それぞれの頻度は 72.4-， 26.6， 1.0% 

である。ケイ殻の先端部は僅かに突出するものと，突

出しないものにわけることができ，頻度はそれぞれ

86ム13.7%である。

中心滅を形成する横条線数は staffside:distaff side 3 : 

3 (30.3%)，2:3 (17.1%)， 2:2 (11.6%)， 4:3 (7.5%)，3:4 

(6.2%)， 4:4 (4.5%)の組み合せが多い。中心域の大き

さは小さいもの13.1%，中位のもの86.9%である。中

心域の staffsideとdistaffsideの大きさはほぼ似ている

もの (9.0%)，少し異なるもの (44.4%)，staffsideが

明らかに大きいもの (20.6%)，distaff sideが明らかに

大きいもの (26.0%)に区別できる。中心繊の形はク

ラゲ型 (84%)，菱形 (7.7%)，その他の形 (8.3%)

に区別できる。

ケイ殻長のレンジは 20.5-40.5pm で，モードは

28-31.5μm，ケイ殻幅のレンジは6-8μmで，モー

ドは 7μm，10μm聞の横条線数のレンジは10-14本，

モードは12本である。積条線を構成する点紋数は中央

部で 10μm聞に34-37である。

(*東女体大・糾横浜市大・神*神奈川県内

広域水道企業団・材料神奈川公衛試)

(32) 0勝本英嗣・小林 弘:1ぬ抑ula menis，側加

SCHUMANNの SEMによる考察

Navicula lineolataeに属する珪藻の多くは狭皮針形の
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殻をもつが，中にはやや幅広で・だ円形に近いものも含 演者らは，これら変種聞の関係だけでなく， C. 

まれている。 N.menisculusも広皮針形の種類である。 siliculaと C.limosaの聞の関係にも着目し調査を行つ

ヨーロッパでは淡水域と弱汽水域に広く分布するが， てきた結果，若干の知見を得たので報告する。

北米では変種 upsaliensis(GRUN.) GRUN. のみが記録さ (東京学大・生物)

れている。本邦には，N. menisculus var. menisculusまた

は var.upsali.即日と同定できる，いくつかのタイプの (34) 福島博*・小林艶子**.0与座功子*叫・杉原

ものがみつかっているが，両者の中間的なものも多く， 美奈子材・大塚晴江*紳*.多摩川の付着藻類植生(1)

それらについてヨーロッパの材料と比較しながら検討

を行った。 1987，88年の 2年にわたって多摩川の付着藻を青梅

フインヲンドのレ一へ一湖カか込ら Fκ正m即en叩z

できる個体が得られたのでで、，その徴細構造を調ベたと 設定しし，冬.春.夏.秋の年 4回の調査を行なつた。

ころ，殻先端tにこ 6~7 個からなる 1 列の胞紋があるこ ここでは優占種と多様性指数について報告する。優占

とι，ra勾phe児eの内裂溝が中心節のところでで、分断されず連 種として最も広く分布している種は，冬季および春季

続していること，条線を構成する胞紋列は全殻面にわ は1987，88年とも Nitzschia.frustulumで，夏季は1987年

たって縦に列を作ること，という 3つの特徴がみられ Nitzsch阻 .frustulum，1988年 Nitzschiapalea，秋季は1987年

た。これとフランスのファーレイスおよび和村産珪藻 Nitzschia frustulum， 1988年 Naviculagrega加で，夏季と秋

土(長野県小県郡東部町姫小沢)から得た試料からの 季は1987年と 1988年で異なっている。冷水季(冬季，

個体を比較したところ，上述の 3つの特徴のうち 2つ 春季，年によっては秋季)は上流部， St. 3羽村堰お

で共通しており，条線を構成する胞紋が殻中心部で大 よびこれより上流でのmbellaventTIcosaが優占種になる。

きく左右に膨れるという点で異なっていた。これはお シャノンの多様性指数は1987年および1988年は St.

もに条線の配列様式と殻端の形から var.upsaliensisと 3羽村堰または St.4永田橋で小さい値を示し，以後

同定できるものである。(東京学大・生物) は増減を繰り返しながら流下し， St.14ガス橋より下

流は1988年はとくに値が急に小さくなる傾向がある。

(33) 0柿木孝文・小林 弘:Caゐneis silicula / C. (*東女体大，材横浜市大，

limosa co皿 plexについての考察 特宰相女大付属高****神奈川公衛試)

Ca伽 elS属と PinnulaTIa属の種類は，前者は条線配列 (35) 福島博*・小林艶子材・与座功子材*・ 0杉原

が密であり，後者は粗でるため，光学顕微鏡では明ら 美奈子判・大塚晴江判**.多摩川の付着藻類植生(2)

かに異なるグループに属するように見える。しかし，

電顕レベル (TEMと SEM)で比較すると，これら両 現存量及び水質汚濁を示す指数について報告する。

者の聞に明瞭な区別を行うに足る形質が見つからない 日本の河川の沈殿量の平均値 4.12mll河床の石磯

(昭和63年第 9回日本珪藻学会で発表)0 100cm2 より小さい値を示しているのは，のべ68地点

Caloneis 属には上述のような大きな問題点をかかえ 中1987年は31地点， 1988年は27地点で，沈殿量の小さ

ているが，個々の種類についても，殻構造(形・大き い地点は両年度とも上流部と下流部に多い傾向がある。

さ・条線数)についての変異が大きく，分類の難しい 河床の石磯 1mm2 上の細胞数は，日本の河川では

属といえる。特に C.silicula (EHR・)CLEVEとιli問 'sa 2 ，OOO~5 ，OOOの地点が多L 、。 2 ，000以下の少ない値を

(Kuη.)PATR. (=C. schumanniana (GRUN.) CLEVE)の2種 示す地点は1987年は 2地点であるが1988年は28地点に

については，この傾向が顕著である。すなわち，前者 増加している。 2 ，OOO~5 ，OOOの平均的な値を示す地点

について HUSTEDT(1930)は5変種， VANLANDINGHAM は1987年度 5地点， 1988年度15地点， 5，000以上の値

(1968)は実に24変種を，また後者についても HUSTEDT を示す地点は1987年度60地点， 1988年度25地点で，

(1930)は2変種， VANLANDINGHAM (1968)は6変種を 1988年度は1987年度より現存量(細胞数)は小さい値

リストアップしているが， KRAMMER & LANGE-BER- を示している。

TALOT (1986)はどちらに対してもすべて種としてまと サプロピ指数は上流より流下に従って値が大きくな

めて扱い，わずかに前者において， f. peisonis (GRUN.) る傾向があるが， 1987年度は St.11の多摩水道橋を

KRAMMERの 1品種を認めているにすぎなL、。 ピークにして，それより下流では値が小さくなる場合
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が多かったが1988年度はこの傾向がやや弱くなってい

る。また， St. 4の永田橋で値が異常に大きくなる傾

向は両年度とも認められる。自然河川では水質汚濁を

示す指数は冬季に小さくなり，夏季に{直が大きくなる

ことが多いが，今回はこのような傾向は顕著でない。

(*東女体大，材横浜市大，

***相女大付属高****神奈川公衛試)

(36) 福島博*・小林艶子材・ o鈴木康人材・大塚

晴江*帥:多摩川冬季の付着藻と基物との関係

付着藻の遷移と基物との関係を知る為，多摩川中流

部日野橋付近に，石磯，板，ガラス，スリガラス，金

属，素焼，陶器， プラスチック， ビニーノレの 9種類の

基物を1988年 1月28日に設置し， 1週目より 5週日ま

で付着藻を定量的に採集して河床の石礁との比較を行

なった。調査日は 2月4日， 2月11日， 2月18日， 2 

月25日， 3月3日の 5回である。

付着藻の同定計数を行ない，現存量(沈殿量，細胞

数)，森下の C.<法による群落構造の類似性，優占種，

シャノンの多様性指数，-It"プロピ指数が基物によって

どのように変化するかを検討する。

1週目より 3週目までは Nitzschiapaleaを第 1優占

種にするものが多く， 4週目は Nitzschiaj加 tulum，Nitz-

schiaμlea を第 1優占種とするものが多く， 5週目は

Nitzschia斤ustulumとNitzschiaμleaに代わり Synedraulna 

が第 1優占種となる。群落構造の類似性は週を追うご

とに小さくなる傾向がある。

(*東女体大，帥横浜市大，柿本神奈川公衛試)

(37) 福島 博*・小林艶子材・ o石田勇人材・大塚

晴江***.フィンランド LakeHoytiainenと Pieli・

sjoki (河J11)のケイ藻植生

1988年 7月フィンランドの北緯 630に近い Joensuu

郊外の H凸ytiainen湖で得た 3試料と Pie1isjoki} 11で得

た2試料の調査結果を報告する。

湖より得た Sample56は多様性指数2.98で Achnan-

thes minutissima v.のIPtoc，φ'hala，FragilarIs capucina v. acuta， 

Achnanthes minut悶 imaを主とする群落で， Sample 60は

多様性指数3.34でEunotiavenen・'sv. inci・sa，Tabellaria jloc-

culosa を主とする群落で， Sample 72 は多様性指数

3.38で Tabellariajlocculosa， Fragilaria capucina v. acutaを主

とする群落である。

川より得た Sample78は多様性指数 3.60で Ano-

間 eoneisexilis f. lanceolata， Anomoeoneis exilisを主とす

る群落で， Sample 80は多様性指数 4.15で Achnanthes

minutissimaとGomphonemaparvulumを主とする群落であ

る。

それぞれの試料で見出した taxaの数と種数の多い

属名と taxa の数を記すと次のようになる。 Sample

56:37， Achnanthes 7，今nedra5， Sample 60:30， Achnanthes 5， 

Cymbella 4， Sample 72・67，Achnanthes 9， Navicula 9， Sam-

ple 78・59，Ach即 nthes9， Eunotia 8， Sample 80:61， Navicula 

11， Achnanthes 9。

(*東女体大，紳横浜市大***神奈川公衛試)

(38) 0高橋永治*.井上勲H ・南雲保*材・ベラ

・アレキサンダー材料:アラスカ極地湖沼の藻類相

の研究-1. バロ一地区湖沼群

1988年5月から 7月の 3ヶ月間，文部省海外学術研

究・共同研究による第一年次研究を実施した。アラス

カ州には，北緯 71023のパロ一地区から南は北緯 580

までの広大な地域に多数の湖沼がある。これらの湖沼

の藻類相についてのまとまった研究は殆ど行なわれて

いない。我々は，アラスカ湖沼の藻類相の実態を明ら

かにするとともに，日本湖沼の藻類相との比較によっ

て極地湖沼藻類相の特徴を解析するために，南北にい

くつかの湖沼を選び調査を実施した。

今回は，1988年 6月22-23日と 7月22-24日に行な

ったアラスカ最北端のパロ一地区湖沼群の環境と藻類

相について報告する。

(*神戸大・生，紳筑波大・生，

***日本歯大・生*材*アラスカ大・海洋研)

(39) 0御園生拓*・横地洋之料・横浜康継***管

状緑藻の光合成系におけるルテインの生態学的意味

ノレテインは，陸上植物およびほとんどの緑藻類の光

合成器官中に一般に最も多く含まれるキサントフィル

である。しかしこの色素の生理的な役割はまだ明らか

にされていなL、。海産大型緑藻(アオ+綱)では，種

の生育光環境によってルテインの含有量が変動するこ

とが知られている。

このような，環境条件に対応した形質が種に特有の

遺伝情報のみによって決定されているのか否かを知る

ために，生育深度範囲の広い緑藻を選び，異なる深度

から得た同一種個体聞の光合成色素組成を比較した。

すなわち，浅所陽地(水深 2m)および深所(水深
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37m)で採集した3種の管状緑藻を用い 11ロロフィ 生長阻害剤として知られている。演者らは，オオシコ

ルとルテインの含有量を分光光学的に求めた。いずれ ロの石灰化の最も盛んな第一節間部を用いて，この物

の種でも，ルテインは深所産の個体では検出されなか 質の影響について検討した。 (1)光合成に及ぼす影響:

ったのに対して，浅所産のものにはかなり含有されて O2 電極及び C-l4-を用~.'て光合成を測定したところ，

いることが明らかになった。 HEDPの 0.6，6.0， 60 ppmの濃度下では，光合成への

この結果から， 1)ルテインの生合成系は環境条件に 影響は認められなかった。 (2)石灰化に及ぼす影響:

よって制御されていること， 2)ルテインが光合成の補 C-l4-の CaC03 函分への取り込みから石灰化速度を

助色素である可能性は低いことが示された。 測定したところ，0.6， 6.0， 60 ppm濃度下で，それぞ

(*山梨大・生物，判東海大・海洋研， れ 9.2，34-.8， 58.3%の阻害が見られた。 (3)光合成に

柿*筑波大・臨海) 伴う海水の pH変化 (ApH)と光合成量 [A02(fll)]の

(4-0) 0横浜康継市・御園生拓柿・横地洋之判*.緑

藻クダモ類の生育環境と光合成色素

調べられたかぎりにおいて，クダモ類のうちチョウ

チンミドロを除くすべての種にシホナキ+ンチンとシ

ホネインが含有され，チョウチンミドロにはシホネイ

ンが含有されている。これらの色素は深所に卓越する

緑色光を捕獲する光合成色素であることが最近明らか

となったが，クダモ類は必ずしもそのすべてが深所産

なのではなく，浅所陽地の岩礁に生育するミルや熱帯

亜熱帯の礁湖の浅海底の砂上に生育するイワヅタある

いはサボテングサの類が知られている。このようなタ

ダモ類にとってシホナキサンチンとシホネインは分類

上の重要な規準になる物質として扱われてきたが，こ

れらの色素が深所での生育に必要な光合成色素である

という新たな知見は，タダモ類が深所起源の分類群で

ある可能性を示唆している。実際に波静かな礁湖の浅

海底の砂上に生育するクダモ類の形態は，波浪の影響

をほとんど受けないような深所海底の砂上で発達した

ものと考えることもできる。

昨年 3月沖縄県西表島網取沖の水深4-Om近くの海

底で，イワヅタ目数種のほかミルまでが仮根を砂中に

挿入していることが観察できた。浅所にも分布する種

については，両色素の葉緑素 aに対する比が深所産の

ほうで高いことが認められた。

(*筑波大・臨海，料山梨大・教育，

柿*東海大・海洋研)

(4-1) 板木孝悦・ 0岡崎恵視:HEDP (湯垢防止剤)

が石灰紅藻オオシコロの光合成と石灰化に及ぼす影

響について

HEDP (1ーヒドロキシエチリデンー1，1ージホスホン

酸)は invitroでの CaC03形成を箸しく阻害し，結品

比:アナアオサでは ApH/A02値は 8.1X 10-3に対し

て，オオシコロでは 3.8x 10→ と小さく， 6ppm 

HEDP存在下でのオオシコロは4-.8x 10→となり，対

照に比べて幾分大きくなった。

これらの結果から， HEDP (0.6-60 ppm)は光合成

に影響を及ぼさず，石灰化のみを阻害することが明ら

かになった。また ApH/A02の値は，オオシコロの石

灰化が，光合成に共役した OH-+HCOi+Ca2+

ー-+-H20+CaC03↓ の反応に依存していることを強

く示唆してし、る。光合成阻害剤が藻の石灰化も阻害す

ることは良〈知られているが，石灰化のみを阻害する

物質は知られておらず，HEDP は石灰化の機構と生

理的意義を解明する上で注目に値する物質と言える。

(東京学大・生物)

(4-2) 野崎久義 Gonium属(緑藻・オオヒゲマワリ

目)の細胞外基質の微細構造

Gonium属は栄養細胞が一層に配列した平板状の群

体をもつことを特徴としており，今のところ例外なく

オオヒゲマワリ科に分類されている。現在までに 8種

の報告があるが，その群体の細胞外基質の微細構造が

報告されているのは G.pecωrale MULLER 1種のみであ

る。演者は白nium属各種の微細構造を比較観察する

という目的で本研究に着手した。用いた株はテキサス

大学の CultureCollectionより送られた4株と日本産

の2株，計6株(5種)であった。その結果，観察し

た白niumが基本的には同ーの細胞外基質の微細構造

をもつことが判明した。 白niumの群体全体はかすか

な繊維状物質に包まれており，基質の三層構造(tripar-

tite "boundary)は個々の細胞をその中で包む。一方，

他のオオヒゲマワリ科の属，Pandorina， 防ZvuZina，

Plo.tydorina， PZ，四dori回:， VoZvoxでは，群体全体を基質の

三層構造が包むとL、う報告がある。また，この三層構

造はオオヒゲマワリ目においては最も保守的な構造と
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言われている。従って，Gonium属の細胞外基質の構

造はオオヒゲマワリ科の中では特異である。しかし

アストレフォメネ科の Astr，ψ'ho抑制属においては群体

の個々の細胞が基質の三層構造によって包まれており，

白 nium属に類似する。(慶慮義塾高)

(43) 0渡辺信*・ L. GARY材:クラミドモナス目

とクロロコ '1クム目(緑藻綱)の 6属における 2

本鞭毛遊走細胞の微細徳造

Dunaliella lateralis (クラミドモナス目)，やo匂iochloris

stongiosa， Protosithon botryoides， 刀'tr，邸;ystis aen・4

PseudotetrOCJstis terrest市(タロロコックム目)の微細構造，

特に鞭毛装置 (FA)を TEMにより観察した。光顕で

は6属の栄養細胞は運動性又は非運動性，単核性又は

多綾性であり，業縁体形態にも違いがみられ，生殖法

ではテトラッド形成の有無，遊走子細胞壁の有無など

の変異がある。 TEM観察による共通点としてピレノ

イドにはすべてチラコイド保入があり， FAは時計ま

わり配置の鞭毛基部 (BB)を持つ。次の諸点に変異が

みられた:細胞表面構造，運動中に2本の BBのなす

角度， distal fiber のビーム構造の有無， proximal 

sheathによる BB同士の結合，ライゾプラストや微小

管根系による核やミトコンドリアとの結合， accessory 

basal body (ABB)の有無等。これらの変異に基づいて，

6属は2つに分けられる。 1)D. lateralis， C. hytno・

storum， T. ae巾はABBを持ち，細胞壁又は細胞壁様構

造があって， BBのなす角度がほとんど変化しない。

2) P. terrestris， S.ゅongiosa，Pr.似て卯幼sにはABBがみら

れず， BBのなす角度が大きく変化し，細胞は裸であ

る。 (*富山大**オハイオ州立大)

(44) 0張暁明・井上勲・千原光雄:Mollo-

monos guttoto (シヌラ藻綱)の短鞭毛にみられる特

異な構造

本で，細胞前端の帽喉部から並行に生じる。長鞭毛は

マスチゴネマを有する羽型鞭毛，短鞭毛は膨潤部をも

っむち型鞭毛である。興味あることに，短鞭毛の先端

に毛状の付属物がみられた。この毛状体は 7-10本，

ときに10本以上からなる毛の集合で，それぞれの毛は

10-20μm，直径は約 0.18pmである。毛状体は短鞭

毛の先端から生じる。毛の内部には徴小管などの目立

った構造は認められないが，ときに分校することもあ

る。これまでこのような毛状の鞭毛付属物はシヌラ藻

類のみならず他の藻群でも観察された例はなく，きわ

めて特異な構造であるといえる。高速ビデオ (200コ

マ/秒)による観察の結果は，毛状体には積極的な運

動能は無く，細胞の遊泳や他の要因で生じる水流によ

って受動的に動くのみであることを示している。なお

短鞭毛は細胞軸に沿って上下に急激に運動することが

ある。(筑波大・生物)

(45) 0井上勲・榎本瑞子・張暁明・千原光雄:

賞金色藻 Pho個 S伽 μschoriの観察

黄金色藻の新産種 P加出terμscheriを茨城県土浦市

宍塚大池から採集した土壊より分離した。ヒカリモ目

クリソカプサ科に所属する黄金色藻で SCHERFFELによ

り1927年に記載された。通常寒天質につつまれた状態

で二分裂により増殖し，数細胞からなるコロユーを形

成する。そしてこれらが集合して 150μmにおよぶ集

塊を形成する。このとき，細胞は寒天質のなかで鞭毛

をもっ状態で存在し，強光を当てることにより遊泳す

る。細胞は偏平な椀状で長さ 8-10pm，幅6-7μm，

上部の陥入部から 2本の鞭毛を生じる。短鞭毛は細胞

のポケット状の窪みに収納されており，光顕では確認

できなL、。 B励起により黄緑色の自家蛍光を発生する

物質を含む。綾毛の基部近くに 2-3個の収縮胞があ

る。業縁体は 8-10個の裂片に分かれ，全体として星

状を呈し，短鞭毛の基部に達する裂片に限点、がみられ

る。電顕と DAPIによる蛍光観察の結果，ガードルラ

つくば市にある筑波大学構内の天久保池から採集・ メラが存在しないこと，業縁体 DNAの存在様式がり

分離・培養したシヌラ藻類の一種は，細胞を包む鱗片 ング状ではなく，分散型であることが明らかになった。

の形態から Mallo抑制guJ，ωuと同定される。この種は これらの特徴は業縁体が星状であることとともに黄金

1984年 WUJEK により記載されたもので，現在まで鱗 色藻のなかで他にほとんど例をみない特徴であり，本

片(scale)と刺 (bristle)の形態が知られているのみで， 種が特異の分類上の位置を占めることを示唆している。

他の特徴についての知見は皆無である。そこで，培養 (筑波大・生物)

株を用いて細胞の観察を行い，以下の結果を得た。

細胞は卵形，長さ 15-25μm，幅7.5-12μm，全体は

刺をもっ鱗片に覆われる。鞭毛は長鞭毛と短鞭毛の 2
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(46) 0宮村新一・堀輝三:フサイワヅタ (Cauler・ になり.RuBPカルポキシラーゼの大亜粒子はピレ j

pa okamuTOa)のピレノイドに局在する DNA イドのみならずストローマにも局在してくることが判

った。

ピレノイドは，多くの藻類の葉縁体に存在し，糞緑 (*東京医大・徴生物，柿帝京大・医・化学)

体分裂にともない二分裂する細胞小器官である。その

構成主成分は， リプロース二燐酸カルボキシラーゼと (48) 0江原友子*・池田雄治本・長総哲斉事・長谷栄

いわれているが，それ以外の性質についてはあまり明 二糾:同調培養 Chlamydo剛 nasの CellCycleにお

らかではなL、。われわれは.DNA 特異的蛍光色素 けるミトコンドリアの挙動:11.細胞分裂とミ卜コ

DAPI染色による蛍光顕微鏡観察法によって藻類の葉 ンドリアの形態

縁体核の形状，分布について広く調査している。その

なかで，嚢状緑藻の一種であるフサイワヅタのピレノ

イドに DNAの存在することを見いだした。

フサイワヅタ葉緑体は DAPIで特異的に染色される

1個の大きな球状体を持ち，それは馬蹄形のデンプン

輸で固まれたピレノイド基質に一致する。この染色性

が DNA に依るものであることを確認するため，

DAPI染色したピレノイドを DNase処理したところ，

DAPIによる蛍光が消失した。比較のため， ピレノイ

ドを持たないへライワヅタ (c.brachytus)を観察したと

ころ，葉緑体核は，業縁体全体にわたってネットワー

ク状に分散して存在した。(筑波大・生物)

(47) 0角田修次*・長総哲粛*・長谷柴二日:

Euglenaの葉縁体形成過程におけるピレノイドの形

成と RuBPカルポキシラーゼの局在性について

EugU1回細胞を暗所で培養すると業縁体は退化し，

ラメラ構造を欠いた未発達の葉緑体であるプロプラス

チドになる。このような細胞に連続光を照射すると72

時間で正常な葉緑体の再形成が見られる。本研究は葉

縁体形成過程の初期にみられるピレノイド構造の形成

とRuBPカルポキシラーゼの細胞内局在性を免疫電子

顕微鏡法によって追跡した。 Euglenagrtuilis var. 

btuillar;むを暗所で振遁培養し. Resting培地(有機炭

素源，窒素源を含まなL、)に移し暗所に72時間おくと

細胞分裂が停止する (SCHIFF 1964)。この間プロプラ

スチド内部にはプロラメラ体が形成され，その後，光

照射すると (0時間細胞).種々の形態をしたピレノ

イド様構造体 (0.2-0.5μm)が 1-2個形成される(18

時間細胞)。その内部に，ガードルチラコイドが陥入

し2層のラメラ構造が形成される。 RuBPカルポキシ

ラーゼの大，小亜粒子の細胞内局在性を同時に免疫電

子顕微鏡法で調べると，いずれも 18時間前後からピ

レノイド構造上に局在しストローマには殆どみられな

い。 36時間頃からピレノイドのサイズは 0.5μm前後

昨年，同調培養(明期12時間:暗期12時間)

Chlamydomo臨 sreinhardtiiの CellCycleの聞のミトコン

ドリアの形態を蛍光顕微鏡観察 (DASPMI染色)し，

Cell Cycleの明期における初期及び後半に巨大ミトコ

ンドリアが形成されることを報告した。今回は.Cell 

Cycleの細胞分裂期(暗期)におけるミトコンドリア

形態を生体染色 (DASPMI 法)により観察した。そ

の結果，明期の終りに形成された巨大ミトコンドリア

は cytokinesis前に紐状形態を経て，更に細い紐状ま

たは網目状に変化した。これらの形態は最初の

cytokinesisによって形成された 2分裂娘細胞において

も同様に観察された。 14時間前後から 2回目の

cytokinesis (娘細胞4個)が起こり，その時，各娘細

胞中に見られるミトコンドリアの形態は，か粒状で個

数は 5-10(平均 7.5個)であった。その後，娘細胞が

放出 (23時間前後)されるまでの聞に，か粒状ミトコ

ンドリアは相互融合により短管・分枝・紐状に変化

し，各娘細胞当りのミトコンドリア数は 1-6個(平

均 3.5個)に減少することが判った。このようなミト

コンドリアの外部形態の変化については電顕観察ーコ

ンビュータグラフィックス立体構築像観察結果とほぼ

一致することが分かった。

(*東京医大・微生物，判帝京大・医)

(49) 0長総哲菊喰・池田雄治*.江原友子*・長谷栄

ニ紳:同調培養ユーグレナの CellCycleにおける巨

大ミトコンドリアの形成:生体染色剤 DASPMI-

蛍光顕微鏡観察

先に.連続超薄切片ー電子顕微鏡観察によりユーグ

レナ，タラミドモナスの CellCycleの増殖期の中期で

一時的にミトコンドリアが相互の融合によって塊状の

巨大ミトコンドリアが形成され，同時に細胞集団の酸

素吸収能が特異的に低下する現象を見いだした。

今回はミトコンドリアの生体蛍光染色弗Udimethyl-

aminostyryl-methylpyridiniumiodine (DASPMI)ー高分
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解能蛍光顕微鏡観察により Euglenagracilis Z株の Cell 分化と染色体の動態との時間的対応から，輪生枝・カ

Cycleの進行に伴うミトコンドリアの外部形態の変化 サの遺伝情報が生活環のどの時期に転写されるかを類

を追跡した結果について報告する。光照射直後の細胞 推することができたが，実証は何ら得られていなし、。

を0時間細胞とすると， ミトコンドリアの外部形態は 本研究は，これを生理学的，生化学的に実証すること

網目状から紐状，穎粒状形態を経て.9時間前後には を目的としてすすめられている。

一時的に塊状ミトコンドリア (amitochondrion with ex- ホソエガ+の接合体500個体を同調的に培養し，茎

panded matrix) が特異的に形成される(出現頻度 部の長さをメルクマールとして核除去をおこない，カ

60-40%)。その後，巨大ミトコンドリアから再び数 サ形成情報が細胞内に放出される時期を探った。茎部

個の網目状形態に変化する。同調培養 Eug，伽agracilis の長さ 10mmに達する以前に核を除去すると無核片

zのCellCycle中で塊状の巨大ミトコンドりアが一時 は 2-3mm程伸長するが成長点は肥大するのみで成

的に形成されることは，電子顕微鏡観察のみならず， 長をとめてしまう。しかし 10mmを極限としてそれ

生体染色剤 DASPMI-蛍光顕微鏡観察でも同様に確認 以上に伸長した個体を核除去すると無核片は数段の輸

された。(*東京医大・微生物，柿帝京大・医) 生枝形成をおこない先端にカサを形成する。 10mm

(50) ODmcE YANO・石川依久子:カサノリの形態

形成ー情報発現の見地方、ら

単細胞性緑藻ホソエガサ (Ac，制崎市 calyculus)の成

長および細胞分化にともない，仮根に存在する単一の

核は光学顕微鏡的に様相を変え，染色体は可視的に変

化する(石川ら1984)。この観察で，輪生枝・カザの

の臨界点では染色体は極めてルーズになり，カサ形成

情報およびそれにともなう大量の情報 (mRNA)が放

出されているとみられる。これまでの染色体観察は専

らDAPIを用いておこなわれたが，電子顕微鏡による

観察を試行しつつある。また，染色体挙動に対応する

藻体の分化・成長も，これまでの光学顕微鏡観察から，

電子顕微鏡レベルへと発展させている。

(阪大・教養・生物)




