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フ ィ ド藻の 各 々 に 対 し 特異 的に 作用 す る 殺藻微生 物が 存

在 す る 串 が 判 明 し た 。例 え ば C．antiqua に 対 す る 殺 藻

微生物は 11 月に 最 も多 く，F ．　．ブaPonica と C ，　 ova 　ta へ の

殺藻微生 物 は 7 月 に 多 く認 め ら れ た 。 し か も こ の 3 者

に 対 す る殺藻微 生 物 は 102〜mL 付近 の 密度 で あ り，且

akashiwo 赤潮 の 研 究 で 得 られ た 広 島 湾 の 結 果 と比 較 し

て も遜 色 が な い 。泊港 の 藻場 に お い て．こ れ らの ラ フ ィ

ド藻赤潮 が採 水 時 に 発 生 して い た わ け で は な い の で ，大

変 興味深い 。特 に ，C，　antiqtfa へ の 特異 的 殺 藻 微 生 物が

多 く検 出 され た の は 初 め て で ，今 後 分 離 培 養 を 試 み る価

f直が あ る。

3）　潮間帯藻場 に お け る殺 藻微 生 物 の 動 態

　大阪府岬町 沿岸の 潮間 帯藻場 に お い て，1999 年 4−11

月 に 毎 月 1 回 ，海 水 と海 藻 （ア オ サ ，マ ク サ ，ウ ミ ト

ラ ノオ，タマ ハ ハ キ モ ク 〕 を採集 し，殺 藻微生物 を剖数

した。用 い た 対 象 赤潮生 物 は 前述の ラ フ ィ ド藻 5 種 6

株 と，赤潮 渦 鞭 毛 藻 （；．wmnedinium 　mihimotoi お よ び

HeterocaPsa　eircttlarisqtfama 各 1 株 び）計 8 株 で あ る。藻

場 海 水 中 の 殺 藻 微 生 物 は 8 月 に G ．；｝iikimotoi に 対 し

42001mL ，　E グの oη磁 で 420fmL の 最高値を 示 した 。海

藻 に 由来 す る 殺 藻微生物 を 見 る と，褐藻 2 種 に 比 べ ，

ア オ サ と マ ク サ に よ り 多 く の 殺藻微生 物 が 付着 し て い

た。特 に 7 月 2H の マ ク サ で 顕著 で あ り，F ．　iaPonicα

殺 藻微 生物 が 127 万 ／
’
　g （湿重 ），G．　 mikimoto ・i と H ．

aflashiwo 〔IWA ）に 対 して は 数 卜万 ！g の 高 い 値 が 得 ら

れた。ア オ サ に お い て も後者 2 種 に 数 万 〆g 程度 の 多数

の 殺藻微生物 が計数 さ れ た。また ，海水 と海藻の 両方か

ら 多数 の 殺藻細菌 が 実際 に 分離培養 さ れ た 。

4〕　擬似現場法 を 用 い た 潮間帯藻場海 水 中の 殺藻微生

物 の 挙動調査

　2000 年 9 月 19 口，お よ び 10 月 25 日 に 」：記 の 潮 間

帯 に お い て 藻場 の 海水 を採取 し，無濾過，＜ 10 μm ，＜

0．8μ m 実験［メ：を 作 成 し た 。 そ こ に G．mikimotoil と C．

antiqua を 各々 添 加 し、た もの ，添 加 しな い も の を 併せ た

計 9 つ の 実 験 区 を設 け，各 実 験 区 の く 0，8μm 画 分 に つ

い て 殺 藻 微 牛 物 数 を 経 時 的 に調 べ た。9 月 19 口の 実験

で は，G，　mikimotoi を 添 bllした 実験区 全 て で 培養 4 日 目

ま で に G ．Mileii710tOi の 減 少 が 見 ら れ ，同 時 に G，

mikimotoi 　re’es微 牛 物 が 顕 著 に増 加 した。一
方 ，　 C．　anti −

qua の 細 胞数 は 変動 が 少 な く，C．　antiqua 殺 藻微生 物 も

低 密度 で 推移 し た 、10 月 251 」の 実験 で は 2 凵 目 ま で

に ，添 加 し た C．antiqua ，　G．殍勲 鋤 祕 0どは 共 に 急 減 し

た 。 赤潮藻添 加 の 実 験 区 で は，何 れ も，G ．　mikimotoi 殺

藻 微 生 物 が 高 密 度 ま で 速 や か に 増加 し た nC ．　antiqua

殺藻微生 物は 検出値が 低い ま ま で あ．
） た が，多 くの 細菌

フ ロ ッ ク が 観 察 さ れ た 事 か ら，フ ロ ッ ク 形 成細 菌 に よ る

C．antiqua 　ra滅 が 示 唆 され た 。ま た ，　 G．　 mtlkimotoi 殺藻

微 生物 は増 加 後に 従属栄養性 微小鞭 毛 虫に 捕食さ れ て 減

少 し た。
5）　 お わ りに ：赤 潮 予防 対 策

　 現場 海域 に おけ る魚介 類 と大 型 藻 との 混 合養殖 が赤潮

予 防に 有効 で あ る 可能 性 が 示 唆 され る 。 す な わ ち．大 型

藻の 表面 に付 着 し て い る殺 藻細 菌 が，常に 海 水 へ と遊 離

供 給 さ れ れ ば，赤潮生 物が 低 密 度 の 時 期 か ら未 然 に 制御

で きる可 能性 が考 え られ る。特に 閉鎖的 な 水域 に に お い

て は有効 と予想 さ れ，現場 研 究に よ り実用 化に む け て の

有用 な知 見 の 蓄積 が期 待 され る。

3．　Heterocaps α circul αrisgu αm α

　　　赤潮発生水域の 拡大防止
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　1994 年，英 虞湾 に お い て 大 規 模 な 赤潮 が 発 4：し た

際，避 難 の た め大 量 の ア コ ヤ ガ イ が隣 接 の 五 ラ
．所 湾 へ 海

上 輸 送 され，．頃 トさ れ たu そ の 直 後 ，本 湾 で 初 め て 本 種

の 赤 潮 が 発生 した。こ れ は ff−circularisquanza の IH現 域

も し くは 赤潮発生 域 の 拡大 が飛 火的 で あ る とす る仮 説 を

支 持 して お り，仮 説 の 実 証 を試 み た。そ の 結 果，U ．Cか

cularisquama は 貝殻 内 に潜 伏 して他 の 場 所 に運 ば れ る こ

とを明 ら か に し，引 き続 き分布拡大 防 IEに関係す る 貝の

電 気 応 答 に よ る 発 生 予 察 技 術 及 び殼 内 の U．cir−

cularisqttama 細胞崩壊技術 の 開発 を試 み た の で 以 下 に 紹

介す る。

1） H ．circuiarisquama は 貝の 運 搬 に よ っ て 分 布 を 拡大

　 す る

　HcirCt ｛lai’isquama 細 胞 をア コ ヤ ガ イに 暴 露 した 後 に

干 出 し，殻 の 内 外 に 残 って い る細 胞 の 牛 残 を調 べ た。結

果 と して ，24 時 間 の 干 出 で も楕 円 形 や 球 形 に 形態変化

し た 非遊泳 細胞の 生 残 を 確認 す る と共 に ，こ れ ら形 態変

化 した 細胞 を新鮮培地 へ 接種 す る と，遊 泳細 胞 へ 短 期 目

に 回復 す る こ と を 確 認 し た 。現場 水 域 か ら送 られ て き た

貝の 中か ら も訓遊泳 細胞が 多数検出さ れ，五 ク
．
所湾の 養

殖 ア コ ヤ ガ イか ら分離 され た非遊泳細胞 は福 岡湾 の 原海
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水 中 て遊 泳細 胞 に 回 復 したtt，さ らに ，役 り 中 1・・残 ∂ 非遊

泳細胞 数 は 貝 へ の 晨露 細 胞 畜度 に正 比 例 す る こ と ゴ判 っ

た 。 カ キ，ア サ リ等 は増
・
養殖種 苗 と して，ア コ ヤ ガ イ

は避 穿 。避 暑 避 難 の た め 1 国 内 各地 の 水 域 へ 頻 繁 一運 送

され て お り，貝 の 運 搬 に よ っ て H ．ci7’cvflα ristiua7na 　iよ分

布 麹 大 す る こ と こ 」一記の 結果は 明 小 して い る、，一ノf

西 日本 谷地 で 多 大な 被害 を与 え て い る CJzattoneila　anti
−

qua や （；．1，i7iJzodfnitfnt 競 肋 π o 醜 の 糸旧胞 は 4 時 間以 上 の

ア コ ヤ カ イ の 干 川 で 死 激す る こ と カ 」　 こ れ
1
り は トLの 運

搬 に よ っ て 分 布 を 抄大 す る こ と は ’よ さ そ うて あ る、、L 郭

し．現場 力　丿輸送 さ れ て き た 頃び）rl
−
1
／丿 ら，　 Il萍順な L 夛

種類の 柏物プ ラ ン ノ トン 〃吐 き出 され る LJ 　 靦職 され

て お り，貝の 運搬 に よ っ て ）
”
布 を 拡人す る の は ∫Zcir−

Citlai
’isqtt・aina プ　1．て よよ い 口

2） 且 Ctlrcutarisguaina 　e ）早期発生矛 察は 分剤 ∫ 大防 ［ヒ

　 の 　助
1 な る

　 ア コ ヤ カ イの 殻開閉を 閉殻 筋へ の 冠 極挿入 に 、ko 筋電

応杏 イソ パ ル ス と 両 殻 に 取 付け た 歪
一
ipらの 抵 抗値 イ ン

パ ル ス と し て 乱録 し た。9種 類 の 植 物 プ 7 ／ ク トン を 暴

露 した 紅果，4 種 類 の プラ ン ク トン は昌 細 胞 密度 の 暴露

て ，イ ン パ ル く数 の 増 加 が 観測 さ れ た t） ，最 1
「115 回

30min まて b〜一一） た。しか し，　 U ．　cirottla ：
’istitta7naの 場台

は 低 細 胞 密度 〔25cells．　mL 〕 で 15 阿 1301ni11 以 上 の イ

ン パ ル ス を記録 し，他 種 プ ラ ／ ク トン とは 明 瞭に 異 ．flる

jL 合を示 す こ とカ ら，殻開 閉 応 A の 監 視 に よ一て、〒期

の 対応 が 冂r肯L に な る の て ，本 技術 は 分 布 挺 大 VJ　IEの 一
助

とな る、，弄 十1　 ．ltる時 間一｝た りの イン パ ル ス 数 も筋 竃 応

合の イ ン パ ル ス 数 と 同 じて あ っ た。閉 胡 方へ の 電 極 挿 入

法 の 耐 久期 間 は数 日 間 て ち る う，詐
一1．の 場 合 は 1 ヶ 月

以 上 の 耐 A．iH，　b 確 認 され て お り．現 場 へ の 実 用 化 ∫可 能

とな った 、、

3）　 分 布の 拡 大 防 止 は可 能 で あ ⇔ ？

　H ．cir（ttlaristiuaina 　O
厂
）分 布の 拡大 を

’
防 IEす るた の に は

只の tUA　I・に 入 っ た 細胞 で 体外 へ 完1 に 吐 き出 させ て 死 滅

させ る 〆ハ ，外齢 力 ら の 作用 で 殻内の 細胞 ギ 綻す ノjtA−〆」・あ

∂ 、前名 に 対 して は 過酸化水素 ・低塩分獅 用処理，後名

に 対し て は 高温 ・低 塩分 併用 処 珂 に よ る 技術の 旧発 を 試

み た 。過酸化水 素 ・低偏 分 併用 処 埋 は 次 の 操作f 順 决 結

果 と し て 採 用 x れ た。1｝ z ン ク 1／1に 塩分 14％ 前後の 希

釈   水 を 入 れ，市 販 の 過 酸 化 脈素 水 （500mL ） を 1 本

添 加 し，攪抖 す る、、2）輸送 さ れ た 貝 を 3 分間液 処 理

し，新鮮ぜ毎水 プ 人れ た 別 の タ ン ノ に 移す。3）貝 を 現 場

に移 す、こ の 力広 に よる 力果は三
一
P県 産 （100％ タL滅 ）

と熊本県 扉 （94％ タL滅） に よ っ て 異・6：っ た、、

　高水温 ・低塩分DT用処理 は 貝の 健康 を 損な う こ とな

く，殻 の 中 に 入 り込 ん で い る細胞 を 効
．
￥
．
良 く死 減 させ る

新 技 術 で あ る。只の rl に 入 D 込 ん だ H ，　 circttlarisqttama

は 12騙，38℃ の 条件下 で ，2− 3 分 聞 処 理 す る と 完 4 に
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死 滅す る こ と ）y 実験 で 礁 亙さ れ た。こ の 方法は 過酸化水

素 ・低坂 分併 N 処理 に 1L較 して ，化学 物質を 使用 し 、貢い

と こ ろ に長 所 が あ る，、

　 貝は 新 鮮 侮 水 に 長 時 間 入 れ る とプラ ン ク トン を 吐 き出

す の で，こ れ も もま た 分布拉大防止技術て あ る、，有 明ぜ毋

の ノ リ 不 作問題 ．絡 ん で 契施され た ア サ リ の 移植放流事

果 て は、H ．　cii（ularisqttania 細胞 び）分布扣i大 Ct　VJ［Eす る

た め の 口 の 行政 指導 に 対 し．関係県ほ 無作為に 採取 し た

ア サ リ を 新 鮮 ｛毎水 1こ 入 れ て ，吐 ≧ 出 さ れ る U ．cir−

cularisqt・fama 細胞を 調べ ，観 容 ▽ Lな い こ と を硲 べし た

E　放1允を 実行 し た 。

4． 有毒アオ コ の 分子識別と予察へ の 応用

幸 保 孝
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　 童丘イi・6うピ舌サ溢な LL＃t｛G動 に 伴 い ，　 i螳乗叮の 窒素 や リン な と

を 含む LL業 廃 水 や 生 活 排水 う劇 沼 を 中 心 と した 閉鎖・「⊥の

淡 水域 に 流 入 し，水 質 の 富 栄養化 を 引 き起 こ して い るn

こ の 結 果，水 域 に 生 息 す るラ ソ 藻力 増殖 し，ア オ コ が頻

繁 に 観 祭 され る よ うに な 　た。代表 的 よ ア オ コ を 形 成 す

る ラ ン ec の
一

種 て あ る ル1如 oの 5傭 属 ラ ン 仰 1 よn 環 状 ペ

プ f ドて
 
うる ミ 7 ロ シ ス 子 ン を 生 洋

一
る、、本 物 質 は 強 い

出 臓 毒 性 と発 ガ ン f ロ モ ・一メ ー盾性
’
有 して お り，本毒

素 を ぷ くむ 水 を飲 ん だ 野 生 動 物や 穿 畜，家 禽の 斃死 例

tb ，世界各地 て 縦 告 茎れ て い る。さ 1 に 1996 勾 1 二は ブ

ラ ジル に お い て，．ミク ロ ／ ノ ｝ ン を 含む 貯水池の 水 を 腎

臓透析 用 と し て 用 い た た め に，60 人の 透析患者 が 死 亡

す ⇔ と い う’t　IE［財 諏告 され た 。

　 こ の よ ） t： 有毒 ア オ
．
コ に よ る 被害 を 防 r［す る た め こ

は ，ま ず Microc：’stis属 の 動態 を 止 碓 に 把握 す る こ と が

重 要 で あ り， こ の た め に は 1「研 か つ 茖観 性 に 富 む

躍 ∫傲 剛 ∫傭 の 同 定 ・検 出 広 ゲ必要 小 叮 欠 て あ る。従 来 で

は，MicrOC）’st
’is　，コ 形 戊 す る群体の 形 状 f’指桴 と した形 態
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