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緒　　 言

日本住 血吸虫（ふんistosoma　japonic・・面 の中 間宿主 で

ある ミヤイ リガイ （0 ，・a・1nelania　noso戸／回 甸 を撲滅 す

るこ とは， とりもなお さず同虫症の絶滅を意味するもの

で，同貝 の生態学的研 究は，この見地から極 めて重要な

意義 をもっ ．

著者 らは，ミヤイリガイ の生態学的研究の一環 として

同 貝の食性 並びにその棲息 地環境について検討 を重 ね，

前報（小宮ら，　1960）において，自然 界における ミヤイ リ

ガイの主な食物は，珪藻を含む淡水藻類 であろ うこ とを

指摘した ．

即ち，自然界におけるミヤイ リガイ の摂食法 は，ミミ

ズ と同様に 自身 の棲息地土壌を食す るのであっ て，その

中に含ま れる有機質 を消化し吸収し てい るもの と考えら

れる が，そ れら の中には，動植物 の腐 植質 もあろうが，

淡水藻類 が，最 も多 く認 められる ように思われ，これが

ミヤイリガイ の主要食 物となっ てい ることは想像に難く

ない ．

こ の淡 水藻類 につい ては，既にその一部を報告してい

る（小宮 ら，　1960）が，採集直 後の土壌から見出した藻類

に，更 に，土壌に藻類 の培養液を加えて増殖させ，出現

させえたものを含めて，能 う限り多種 の藻類を得てそ のflora

を把 握してお くことは， 生態学的研究の 基礎 とな

ると考えられるので，以下 の如く，同貝棲息地土壌 から

見出し た藻類の観察， 同定 を行 ない ，　flora構成藻類 の

リストを作製し，これに，同貝 の生態 との関 連におい て

若干 の論議 を加え た．

材料及び方 法

土壌採集 地は，山梨 県若草村 の鉄道 沿線 部をはじ めと

して，同県 鏡中条水防 地区，同上今井 アカシア林，八田

村通称 ムジナ，及び野牛島 地区 等の諸 地区のミヤイリガ

イ棲 息溝 渠辺縁部で，表層土壌 を蒐集し，そ の一部 を直

ちに，又 他の一部を各種の藻類培養液中 で培 養後，それ

ぞれ観察し藻類 の検出に努 めた・

特に，珪藻 の 同定 にあ たっ ては， 被殻のstriae を検

する必要上，酸処理 後Styrax 　（Chroma ） 封入 の標本を

作製し た（小久保，　1955）。

使用し た藻類 培養液はKnop 改変液（小宮 ら，　1959），Miquel

の液，　Moore の液，　Benecke の液等である。

培養にあ たって は，各 培養液を中型シャーレ中に入れ

液深2 ～3mm とし，その中に上記土 壌の少量を投入後，

直射 日光 を避け た明所 にお いて室温下で培養した・

液層 は薄いほ うが結果 が良く，かっ ，シ ャーレは，外

部 からの微 生物 の混入を極力防止するた めに盖 をして培

養し た。

培養中 のシャーレ内 には，濃厚培養液を時折滴下して

栄 養塩類 の補給に心掛ける とともに，必要に応じて培 養

液全 体の交換も行なっ た・

培 養液のpH は，土壌のそれを考慮して5 ．5～6．5と

し， 培養は昭和33 年春 から始 めて， お よそ1 年 間継 続

し，その間に出現した藻類 を観察同定し た。

検 出 藻 顕

藍藻類

Anabaena ，　Ap みa7・ocapsa　？f　AJがzα，zθthece　P，

C んΓoococcus，　Gl 。。capsa，　Microcystis，

Nost 。ら　Oscillato！・函 数 種，　Scytonemと7，

＆なone。zα？

珪藻類

Cocco斑ns，　Cymbella，　Gomp みonema，　Gyr．θsigma，Navicul

α，N 函びcilia，　Pinmilaria，　Sta。Γoneis，

勾 ，2㎡rとx

接合藻類

（30 ）



Cθぶ垪αΓium ，　Iをniumf

緑 藻類

んikistrod 四 皿 ぶ，　Asteroc・θぼ心 玖C ／ゐrella ，

G ／θ・cyst 　is，　H ＜。rtnid加m 　？，　Sce？iedesmなら

Tetrasp りa ？

不 明 藻類

数　 種

な お 参 考 ま で に ，検 出 し た動 物 は ， 次 の よ うな も ので

あ っ た 。

原 生動 物

Amoeba 　（被 嚢 型 ）。λ ぷn 印 加er 鈿。i，　Paramecit 。。，Stylonychia

環形 動 物

C 加 ど。即 之r

節 足 動 物（主 に 甲殻 類）

£）aphnu 。 且 ぷmnadia

考　　 察

緒 言 にお い て述 べ た 如 く ， ミ ヤ イ リガ イ の 生 態 学 的 研

究 は ， 日本 住 血吸 虫症 絶滅 対 策 上 ， 極 め て 重 要 で あ る に

も か か わ ら ず ， 未 だ に そ の 生 態 に 関 し て は 多 く の 疑 問 点

を残 し てい る現 状 で あ り ， そ の 食 性 に つ い て の実 験 的 研

究 も， 今 ま で ほ と ん ど な く ， 饂 か にIzumi 　（1951 ）が， 貝

の 繁 殖 地 土 壌 に は淡 水 藻 が 多 く み られ る こ と， お よび ，

飼 育 実 験 の結 果 ，淡 水 藻 は 良 く摂 食 さ れ ， 貝 の消 化 管 中

に そ れ を多 量 に認 め た と報 じ てい る 位 の も の で あ る。

最 近 にな っ て ，yJヽ 宮 ら（1957 ，　1960 ）は ，（気 心 回 九7 心hupensis

お よびO ．　nosophora の 食 性 に つ い て 詳 細 な

調 査 ， 実 験 を行 ない ，両 者 と も 盛 ん に 棲 息 地 の 土 壌 を摂

食 す る こ と， お よび ， そ の 棲 息 表 土 中 に 多 数 の 淡 水 藻 類

の 見 出 され る事 実 に加 え， 珪 藻 の み に よ る 同 貝 の 飼 育 試

験 に も成 功 し て， 両 貝 の 自然 界 に お け る 主 た る 食 物 がこ

れ らの 淡 水 藻 類 で あ る こ と を 明 ら か に し た。

そ し て そ の際 ， ミ ヤ イ リ ガ イ 棲 息 地 土 壌 中 お よ び 飼 育

土 壌 中 の藻 類 につ い て の簡 単 な 同 定 結 果 も 附 記 し て ， そ

れ ら 藻 類 相 につ い て も 或 る 程 度 触 れ て い る （小 宮 ら，1960

）。

本 報 告 は ， 上 記 の報 告 に引 き 続 き ， こ の 藻 類 相 を特 に

く わし く取 り扱 い ，更 に そ の 結 果 に 基 ず い て ， ミ ヤイ リ

ガ イ の 生 態 学 的 考 察 を 行 なっ た も の で あ る 。

即 ち まず ，杉 浦（1930 ），　Sugiura （1933 ），岡 田 ら（1950 ），

岡 本（1954 ），　Ritchie 　（1955 ）ほ か多 数 の 研 究 者 が 一 致 し

て ， ミ ヤイ リ ガイ の好 棲 息 地 と し て指 摘 し て い る 水 田灌

漑 用 溝 渠 の 辺 縁 部 の水 位 よ りや や 上 方 の 湿 土 を， 山 梨 県

（31 ）
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下 の 有 病 地 数 力 所 か ら 集 め ， そ の 中 の 藻 類 を 調 査 し ， 前

述 の 如 く 検 出 藻 類 を 同 定 し た ．

こ こ で 考 慮 し な け れ ば な ら ぬ の は ， 用 い た 培 養 液 が 値

か に4 種 に す ぎ な か つ た こ と か ら ， 真 に 好 追 な 環 境 下 に

置 か れ な か つ た た め に 衰 退 し た も の ， 室 内 で の 培 養 と い

う 特 殊 環 境 下 に お か れ た た め に 増 殖 し 難 か つ た も の ， 微

生 態 学 的 に は ， 微 小 生 物 間 の 相 互 作 用 で 消 滅 に 至 つ た も

の 等 々 が 考 え ら れ る の で ， こ こ に 得 ら れ た 藻 類 は ， 当 初

土 壤 中 に 存 在 し た と 考 え ら れ る す べ て の 藻 類 を 検 出 し た

も の で は な く ， そ の 一 部 だ け で あ ろ う と い う こ と で あ

る ．

次 に ， 同 定 に つ い て も ， こ れ ら の 下 等 藻 類 は ， 生 活 史

の 全 体 を 完 全 に 把 握 し な い 限 り ， 種 ま で 決 定 す る こ と は

因 難 で あ る こ と が 多 く ， 本 報 告 で は 敢 え て 属 ま で の 記 載

に と ど め た ．

さ て ， 同 属 の も の で も ， 種 が 異 な れ ば ， そ の 棲 息 環 境

も 大 き く 変 わ る の が 淡 水 藻 問 で は 通 例 の こ と で あ る か

ら ， 検 出 藻 類 の す ぺ て を 完 全 に 種 ま で 同 定 し 得 な か つ た

本 成 績 か ら は 厳 密 な こ と は 云 え ぬ が ， 得 ら れ た 藻 類 相 の

範 囲 内 で ミ ヤ イ リ ガ イ の
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と の 関 連 か ら ，逆 に ， 得 ら れ た 藻 類 相 に よっ て ミ ヤ イ リ

ガ イ の 生 活 環 境 状 態 を 推 定 す る とい う考 え は確 か に興 味

あ る とこ ろ で あ る が ， 本 観 察 で 我 々 の得 た藻 類 は ， ほ と

ん ど す べ て 環 境 に 対 す る 耐 忍 の 輻 の広 い も のば か り の よ

う で あ り ， かっ 又 ， ミ ヤ イ リ ガイ 自身 も相 当 に そ の 傾 向

の 強 い 動 物 で あ る 点 か ら ， こ れ 以 上 厳 密 に同 貝 の棲 息 環

境 を 浮 彫 り す る こ とは む ず かし い 。

し か し ， そ の原 因 が那 辺 に あ る かは 不 明 であ る が ， 人

口 の 稠 密 度 が 加 わ る 。 即 ち 棲 息 地 の汚 染 度 が 増 大 す る に

っ れ て ， ミ ヤ イ リ ガ イ が 自然 衰 退 の傾 向 を た ど りっ っ あ

る の も 事 実 で あっ て ， 有 機 質 豊 富 な場 所 に生 活 し ， かっ

環 境 に対 す る耐 忍 の 巾 が 広 い とは い え， そ れ に も お の ず

か ら 限 度 が あ り ， ヒ メ モ ノ アラ ガイ の如 く， 強 腐 水 性 水

域 中 あ るい は そ れ に近 接 し た 湿 土 中 にま で褄 み う る よ う

な 広 域 棲息 性 の も の で は な い よ う であ る 。

最 後 に ， 堀 ら（1959 ）そ の 他 の 報 告 が指 摘 し て い る よ う

に ， 藻類 群 落 に は ， そ の 生 活 水 域 の有 機 物 に よ る汚 水 化

に 伴 なっ て ， そ の 構成 種 中 特 に 汚 水 化 に 弱 い 属 の種 類

数 ， 出 現 率 が共 に 減少 し ， 逆 に 強 い 属 の そ れ らは ， 増 加

し て ゆ く傾 向 ， 即 ち 変 遷 の 事 実 が認 め られ て い る 。

振 返 っ て ミ ヤ イ リ ガ イ の 場 合 を 考 え る と， 同 様 に そ の

環 境 は， 大 き く は 国土 開 発 に 伴 なっ て 次 第 に 改 変 さ れ つ

つ あ る一 方 ， 局部 的 に も ， 殺 貝 剤 ， 農 薬 な ど の影 響 を強

く 受 けつ つ あ る か ら ， あ る 種 の 藻 類 が， 環 境 改 変 従 っ て

又 ミ ヤイ リ ガイ 興 亡 の 一 つ の指 標 となっ て い る こ と も十

分 考 え う る とこ ろ で， 同 上 の 現 象 が ， 同 貝 棲 息 土 壌 で も

認 め られ る か否 か は， そ の 生 態 学 的 興 味 のみ な らず ， 殺

貝 の立 場 か ら も検 討 し たい 課 題 の 一 つ で あ る 。

要　　 約

ミ ヤイ リ ガイ の生 態 学的 研 究 の 一 環 とし て ， 山梨 県 下

数 個所 よ り同 貝 棲 息 地 土 壌 を 採 集 し ， そ の中 の藻 類 相 を

調 査 し た 。

そ の結 果 得 られ た 藻類 は 次 の 如 き も ので あ っ た （属

名 ）．

Anabaena ，　A夕みanocど7戸sa　？，　Aphanot みece　？，　Chroococ －cus

，　GZ。。capsa ，　Microcystis ，　N 。兌。らOscillatoria 数

種 ，　Scyton ・？？μα， ＆ なりnana ？Cocconeis ，　Cymbella ，Gompho

。ema ，　Gy ・
心 痛grna ，　Navici ぷz，y たzschia，

？加nularia ，　StaμΓ・刀6心，　Synedra ，　Cosma Γium ，　1二を？ii－zx

／μ？，　Ankistrodesm 心 ，　Asterococ ヽcits　？，　Chi 。
，
？lla，Gloeocystis

，　Hi。r。z卮鈿。I　p，　Scenedぴmus ，　TetΓaspora 　？

他 に 不 明 藻類 数 種・

又 こ こ に得 られ た 藻類 は ， 一 般 にsaprophytic な も の

（　32　）

が多 く ，　Kolkwitz 　（1935 ）やLiebmann 　（1962 ）が 提 唱 す るSaprobiensystem

に よ れ ば ，ほ とん どす べ てMesosapro －bien

に属 す る も の ば か り の よ うに 考 え ら れ る ．

稿 を 終 え る に 当 り懇 切 な 御 指 導 を賜 っ た三 重 県 立大 学

水 産 学 部 の 岩 井 寿 夫 博 士 ， 国 立 予 防 衛 生 研 究 所 寄生 虫 部

の 安 羅 岡 一 男 博 士 お よ び 山 梨 県 立 衛 生 研 究 所 の 飯 島利 彦

博 士 の 各 位 に 深 謝 の 意 を 表 し ます ．
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STUDY　ON　THE　ALGAL　FLORA　IN　THE　SOIL　OF　HABITATOF

　ONCOMELANIA　NOSOPHOf？A

Tsutomu 　KOYAMA ，　Yoshitaka　KOM1YA

（Depa ・ヵj・ent　of　Pcのisitology ，　National　Institute 　of 月azZ ／／’，　Tokyo）

＆　HlROHARU　INDOH

C召（瓜x7・臨7X　Instit。te，　Facul り’　of　Scか。a。7 ‾’・愆・o　Univ 。，湎り が ≒Edit　cat　io。）

With　the　intention　of　obtaining　some　basic　data　on　the　ecology　of　0。a 。tela。ia　nosoソ，yz。rayan　intermediate

host　of　Schist。5∂。i　a　japo。jcx。）i　in　Japan，　a　survey　was　carried　out　on　the　algalflora　Ill　the　soil　of　several　snail　habitats　in　Yamanashi　Prefecture

．

The　algae　we　found　there　were　as　follows 　（eχpressed　in　generic　names ）：　Ancibae ．。α，Ap

んinocapsa 　F，　／1／・hai・othece　？，　Chr 。r 。ぽus，　Gl 。eocapsa ，　Mic Γocystis，　Nosto ら　Oscillator・，・α，

。ざ○・tonen。a，　Stig・。nema 　？，　Coc・：Q7・eis，　Cこy。
，ゐぶla，　Go。

ゆyx。。。。la，　Gyr 。sigma ，　Navic ．。la，　Nitz だhi 　a，Pinnulai

一心，　Stauro 。ど八，硲 。どjΓα，C θjyjμ。一力an，　Penium 弓Ankist Γodesmus ，　Aster θcoccus　？，　Chlo－rella

，　Glo。cystis，　Hor 。，㎡ 加。i　？，　Seen㎡esm 。s，　Tetraspo ΓどzF；　and　others．

Most　of　these　algae　are　considered　to　be　rather　saprophytic，　and　belong　to　“　Mesosapro －bien

”　group　according　to　the　“　Saprobiensystem　 ”　advocated　by　Kolkwitz　（1935 ）　and　Liebmann

く1962 ）。
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