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第12回極域生物シンポジゥム

プログラム

日時 平成元年12月6日（水）

　　9時30分～17時25分

平成元年12月7日（木）

　　9時30分～17時15分

平成元年12月8日（金）

　　9時30分～17時40分

会場

主催

国立極地研究所講堂

国立極地研究所



12月6日（水） 7日（木） 8日（金）

　　930－940開会挨拶
　　　940　－　1125　　　　　　　　　　　　　930　－　1045

　地衣類・醇類（1）　　　バクテリア・菌類

　　　　1－6　　　　　　　　20－23

　　　1125　－　1240　　　　　　　　　　　　1045　－　1230

　　地衣類・醇類（2）　　　　　　藻類

　　　　7－10　　　　　　　24－29

昼食　　1240－1400　　　　　　1230－1350

　　　1400　－　1425　　　　　　　　　　　　1350　－　1430

　　　　特別講演　　　　　　　　特別講演

　　　　　11　　　　　　　　　30－31

　　　1425　－　1555　　　　　　　　　　　　1430　－　1600

　　　植物化石・植生　　　　PREFLA計画

　　　　12－16　　　　　　32－36

休憩　　1555－1625　　　　　　1600－1630

　　　1625　－　1725　　　　　　　　　　　　1630　－　1715

　　　　微小動物　　　　　　　　　環境

　　　　17－19　　　　　　　37－38

　　945　－　1145

低次生産・フラックス

　　39－45

　　1145　－　1245

魚類・ベントス（1）

　　46－48

　　1245　－　1400

　　1400　－　1500

魚類・ベントス（2）

　　49－51

　　1500　－　1530

　　1530－　1730

　　海鳥・海獣

　　52－58

1730　－　1900

懇親会

1730　－　1740

　　閉会

，小　冊　子
一　i元、12，22



12月6日（水）

開会

挨拶 星合孝男 （　930　－　　940）

陸上生物
■地衣類・酵類（1） 座長　岩月善之助，柏谷博之　　（940－1125）

1．ラングボブデ雪鳥沢における生物微気象観測

　　大谷修司，神田啓史，菅原裕規，持田幸良，井上正鉄，大山佳邦

2．昭和基地周辺の湖沼中に生育する水生蘇類

　　　神田啓史，大谷修司

3．南極地域のフロラに新しく加えられるハリガネゴケ類（蘇類）

　　越智春美，神田啓史

4．昭和基地周辺地域とキングジロージ島の地衣相と生態の比較研究

　　井上正鉄

5．地衣類に含まれる微量元素の放射化分析

　　　中村　彰，井上正鉄

6．南極産地衣類に含まれる発芽抑制物質

　　　辻野泰子，田崎弘之，吉田健二，藤森嶺，持田幸良，大山佳邦

討論

■地衣類・蘇類（2） 座長神田啓史 （1125　－　1240）

7．Astudy　on　the匝icrocli回ε1te　in皿ossy　area　of　King　George　lsland

　　（Antarctic）

　　　Li，　H．　and　Ji，　J．

8．　Classification　of　the　vegetation　types　in　the　Fildes　Peninsula，

　King　George　Island，　Antarctic

　　　Li，　X．，　Chen，　F．　and　Chen，　H．



　9．Classification　and　distribution　of　the　bryophytes　in　the　Fildes

　　　Peninsula，　King　George　Island，　Antarctica

　　　　Chen，　D．，　Li，　X．　and　Chen，　H．

1　0．　Nutrient　li血itations　to　bryoPhyte　CO2－exchange　on　a　sub－Antarctic

　　　island

　　　　Sロith，　V．　R．

　　　　　　　討論

　　　　　　　昼食　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1240－1400）

■特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1400－1425）

1　1．　Scenario　for　a　sub－Antarctic　island　eco8yste田　under　a　changing

　　　cli田atic　regime

　　　　Smith，　V．　R．

■植物化石・植生　　　　　座長　小島　覚，増沢武弘　　　（1425－1555）

12．南極及びパタゴニア産ナンキ・クブナ属材化石

　　　　大澤毅守，西田　誠

13．富士山の高山帯における多年生草本植物群落の構造と遷移

　　　　増沢武弘，鈴木準一郎

14．カナダ極地域の植生一CornwaUis　Islandに韻ナる事例

　　　　小島　覚

15．The　vegetation　of　a　severe　polar　desert　environ血ent　at　Sverdrup

　　　Pass，　central　Ellesロere　Island，　Canadian　high　Arctic

　　　　Maycock，　P．　F．

1　6，　Scanning　electron田icroscopy　of　colonizing　rock　surfaces　in　the　far

　　　north，　Canada

　　　　Fahselt，　D．

　　　　　　　討論

　　　　　　　　休憩　　　　　　　　　　　　　　　　　（1555－1625）



■微小動物 座長　田村浩志，福田弘巳

17．カナダ北極圏におけるcopepod　faunaについて

　　　菊地義昭

（1625　－　1725）

18．南極産のクマムシ類　1

　　　宇津木和夫，大山佳邦

19．Antarcticola　meyeriの晦『寒性

　　　菅原裕規，丹野皓三，大山佳邦，福田弘巳

討論

12月7日（木）

■バクテリア●菌類 座長　長島秀行，鳥居鉄也 （　930　－　1045）

20．好冷菌Vibrio　ABE－1株における低温適応

　　　奥山英登志，岡島伸浩，佐々木昭治，東jE－，村田紀夫

21．南極におけるセルロース分解活性（予報）

　　　山本広基，大谷修司，達山和紀，秋山優

22．南極バンダ湖より分離した酵母Candida属の1新種について

　　　西川二郎，長島秀行，松本源喜，飯塚廣

23．南極マクマードドライバレーの岩石内微生物群に存在する長鎖炭化水素お

　　　よび脂肪酸の起源

　　　松本源喜，Fried血ann，　E．1．，綿抜邦彦

討論

■藻類 座長　福島　博，秋山　優 （1045　－　1230）

24．スライドグラス埋没法による南極現地土壌中での藻類の検出

　　　秋山　優，大谷修司，神田啓史

25．南極陸水域の藻類相の研究IV．

　　　小國昭信，高橋永治

ぬるめ池



26．南極ラングボブデ雪鳥沢で得られる藍藻被の形態と生息ランソウ類の生態

　　　生理

　　　　清水　晃，高橋永治，木村憲司，綿貫知彦

27．あけぼの岩で得た珪藻

　　　　福島　博，小林艶子，石田勇人

28．アラスカ・バロー地区湖沼産の黄金藻

　　　　高橋永治，Alexander，　V．

29．富士山高山帯における蘂類着生藻類の窒素固定

　　　　中坪孝之，大谷修司

　　　　　　　討論

　　　　　　　昼食　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1230－1350）

海洋生物
■特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1350－1430）

30．The　contribution　of　the　Pacific　Arctic　to　the　global　ocean　carbon

　　　budget

　　　　McRoy，　P．　C、

31．Environ皿ental　regulation　of　prinary　production　in　the　Barents　Sea

　　　　Sakshau9，　E，

■PREFLA計画　　　　座長　高橋正征，田口　哲　　（1430－1600）

32．北極チャクチ海海氷下のクロロフィル時系列変動
　　　　福地光男，服部　寛，松田　治，谷村　篤，McRoy，　P．　C．

33．北部ベーリング海におけるミクロプランクトン相の季節変化

　　　　山崎和男，谷ロ　旭，佐々木洋，福地光男

34，北部ベーリング海およびチャクチ海におけるカイアシ類（1988年10月）

　　　　服部　寛，谷村　篤，福地光男，松田　治



35．1988年夏季の北部べ一リング海における沈降粒子の変動

　　　1．動物プランクトンの糞粒

　　　佐々木洋，服部　寛，松田　治，谷村　篤，福地光男

36．1988年夏季の北部べ一リング海における沈降粒子の変動

　　　2．ステロール成分

　　　山口敏康，佐々木洋，福地光男

討論

■環境

休憩

座長　道田　豊

（1600　－　1630）

（1630　－　1715）

37．Ross海セクターの175’E線沿いにおける海洋構造の特徴

　　　永延幹男，草刈一生

38．南大洋の海洋循環

　　　福岡二郎，永延幹男，福地光男

討論

懇親会 （1730　－　1900）

12月8日（金）

■低次生産・フラックス　　座長　古谷　研，河村章人 （　945　－　1145）

39，サロマ湖におけるice　algaeの光合成生産力

　　　　山口征矢，佐藤博雄，渡辺研太郎，有賀祐勝

40．南極海インド洋区におけるクロロフィル現存量

　　　石川智庸，永井　彰，福地光男

41．キングジ。一ジ島長城湾に出現したネット植物プランクトンの組成変化

　　　渡辺研太郎，Lu，　P．，　Huang，　F，

42．好冷性南極海産珪藻の脂質代謝の研究

　　　片平理子，冨永裕之，冨永典子



43．南極ブライド湾における有機物の鉛直輸送1．脂質について

　　　　半田暢彦，生田直子，福地光男，星合孝男

44．昭和基地1984年冬季のミクロブランクトン相
　　　　羽藤伸一・，谷口旭，川口弘一，松田治，石川慎吾

45．窒素と炭素の安定同位体比から見たリュツォ・ホルム湾沿岸定着氷下の

　　　越冬ナンキョクオキアミの食性の季節変化

　　　　川口弘一，和田英太郎，蒲谷裕子，松田　治，石川慎吾

　　　　　　　討論

■魚類・ベントス（1）　　座長　川口弘一　　　　　　　（1145－1245）

46．キュウリウオ及びチカの腎の組織とその寒冷適応

　　　　福田麻由美，林田あゆみ，小川瑞穂，福地光男

47．北部べ一リング海に分布するシロザケ

　　　　西山恒夫，増田紀義，小城春雄

48．ノトセニア亜目魚類の頭部感覚管系

　　　　岩見哲夫

　　　　　　　討論

　　　　　　　昼食　　　　　　　　　　　　　　　　　（1245－1400）

■魚類●ベントス（2）　　座長　武田正倫　　　　　　　　（1400－1500）

49．南極海産のクマ類（甲殻類）数種について

　　　　蒲生重男

50．昭和基地周辺およびブライド湾で採集されたべッコウタマガイ科貝類の

　　　分類学的研究

　　　　沼波秀樹，奥谷喬司，内藤靖彦，星合孝男

51．深海丸によりグリーンランド海域から採集された頭足類一続報

　　　　窪寺恒己，奥谷喬司

　　　　　　　討論



　　　　　　　休憩　　　　　　　　　　　　　　　　　（1500－1530）

■海鳥・海獣　　　　　　　座長　小城春雄，宮崎信之　　　（1530－1730）

52．アデリーペンギンが雛に与える餌のシフト

　　　森　貴久，綿貫　豊，内藤靖彦，日高敏隆

53．30次しらせ航路における海鳥センサスー表面海水環境との関連性一

　　　小島美穂，綿貫　豊，福地光男，内藤靖彦，奥村浩

54．Preliminary　studies　of　acoustic　behaviour　and　sound　signals　of

　　　Pygoscelis　adeliae

　　　　Fan，　Z．　and　Cheng，　M．

55．Developmental　biology　of　penguins　in　regard　to　the　organic

　　　PhosPhate　co旺Pounds　from　erythrocytes

　　　　Bacila，　M．，　Rosa，　R．，　Rodrigues，　E．　and　Lucchiaril　P．　H．

56，南極洋の夏の鳥類群集（1979～1984）（予報）

　　　　丸山直樹，大束絵里子，神崎伸夫，前田琢，内藤靖彦

57．胎児体長組成から見た南半球産ミンククジラの高緯度回遊様式

　　　　加藤秀弘

58，南極海におけるアカボウクジラ科鯨類の出現とその豊度

　　　　笠松不二男

　　　　　　　討論

　　　　　　　　閉会　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1730－1740）



ポスター
　1．　A　Pri匝ary　study　on　bryoPhyte，s　containing　wateP　and　storing　water

　　　in　the　Fildes　Peninsula，　King　George　Island

　　　Chen，　H．，　Chen，　F．　and　Li，　X．

　2．南極産醇類の乾燥資料から抽出されたクマムシ類

　　　大山佳邦，神田啓史

　3，　Influence　of　soil　macroinvertebrate　on　litter　nutrient

　　阻ineralizatioR　on　a　sub－Antarctic　island

　　　Steenkamp，　M．

　4．1988／89年鯨類捕獲調査によるミンククジラ分布に対する海洋環境の解析

　　　永延幹男，狩野弘昭，加藤秀弘

　5．Ecological－physiological　characteristics　of　bacterial　population

　　　in　the　Bering　and　Chukchi　Seas

　　　Tsyban，　A．　V．l　Panov，　G．　V．，　Kudryavtsev，　V．　M．　and

　　　Chernyak，　S．　M．

6．結氷期サロマ湖におけるクロロフィルa現存量の経年変化

　　　佐藤博雄，山口征矢，渡辺研太郎，福地光男，谷村篤

　7．Pack　ice　microbial　asse遵blages　during　the　austpal　winter

　　　Garrison，　D．　L．　and　Buck，　K．　R．

　8．キングジョージ島およびネルソン島沿岸定着氷中に見られた

　　　アイスアルジー

　　　渡辺研太郎，Huang，　F．，　Lu，　P．

　9．Production－destruction　processes　and　biosedi田entation　in　the

　　Bering　and　Chukchi　Seas　in　July－August　1988

　　　Tsyban，　A．　V．，　Korsak，　M．　N．，　Kudryavtsev，　V．　M．，

　　　Glebov，　B．　V．　and　Medinets，　V．　1．

1　0．　The　pri血ary　analysis　on　poPulation　co旦Position　of　Antarctic　krill

　　旦旦〔｝二｝　　and　relation　with　the　water　nove皿ents

　　　Chen，　S．，　Yan9，　G．　and　Zhao，　G．



1　1．　The　aggregated　Patterns　of　the　Antarctic　krill　EuPhausia≦『

　　and　Pri田ary　environ血ental　analysis

　　　Chen，　S．，　Zhao，　G，　and　Yang，　G，

1　2・　Investigation　of　田oult　cycle　of　一旦」魎　Dana　in

　　concentrations　（D，Urville　Sea，　East　Antarctic）

　　　Spiridonov，　V．

1　3．　Notothenioid　fishes　fron　the　Weddell　Sea　and　their　habitat，

　　observed　by　underwater　PhotograPhy　and　televi8ion

　　　Ekau，　W．　and　Gutt、　J．

14．アオメウの潜水行動

　　　加藤明子，内藤靖彦，綿貫豊，CroxalL　J．　P．，伊野良夫

15，キタゾウアザラシの長期連続深潜水における捕食潜水と休息潜水

　　　浅賀朋宏，内藤靖彦，Le　Boeuf，　B．」．，　Huntley，　A．　C．



1989

he　rPwelfth　Symposium　on　Polar　Biology

Program

｛Friday）8December一｛Wednesday）6December

工nstitute　of　Polar　ResearchNationa1



　　　　　　　　　　　　　　　　　　December　6　（Wednesday），　1989

Regis七ra七ion　　　　　　Audi七〇rium　（6th　Floor）　　　　　　　　（　900　～　　　　　｝

Opening　Remark二、　Hoshiai，　T．　（N工PR）　　　　　　　　　　　　　　（　930　－　　940｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　〇貼L　SESSION　－一一一・一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TERRESTRIAL　BIOLOGY

Hosses／Lichens　《1｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　940　－　1125）

　　　　　Chairman：　工watsuki，　Z．　and　Kashiwadani，　H．

　　1．　Microclimate　s七udies　at　七he　Yukidori　Valley，　Langhovde，
　　　　　Antarctica
　　　　　　　　　　Ohtani，　S．，　Kanda，　H．，　Sugawara，　H．，　Mochida，　Y．，
　　　　　　　　　　工noue，　M．　arld　Ohyama，　Y．

　　2．　On　aquatic　mosses　found　in　lakes　along　the　S6ya　Coast，　East
　　　　　An七arc七ica

　　　　　　　　　　Kanda，　H．　and　Ohtani，　S．

　　3．　New　addi七ions　of　bryaceous　mosses　（Musci，　Bryaceae）　七〇　the
　　　　　Antarctic　flora
　　　　　　　　　　Ochi，　H．　and　Iくanda，　H．

　　4．　Comparative　studies　on　flora　and　ecology　of　lichens　be七ween
　　　　　Syowa　Station　areas，　continental　An七arc七ica　and　King　George
　　　　　工sland，　maritime　Antarctica
　　　　　　　　　　工noue，　M・

　　5．　Activation　analysis　of　trace　elements　in　lichens　collected
　　　　　a七　Lanqhovde
　　　　　　　　　　Nakamura，　A．　and　工noue，　M．

　　6．　Componen七s　of　Antarctic　lichens　which　result　in　inhibition　of
　　　　　seed　qermination
　　　　　　　　　　Tsuゴino，　Y．，　Tazaki，　H．，　Yoshida，　K．，　Fuゴimori，　T．，

　　　　　　　　　　Mochida，　Y．　and　Ohyama，　Y．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一一　Discussion　－一一　　一

Mosses／Lichens　｛2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1125　－　1240）

　　　　　Chairman：　1くanda，　H．

　　7．　A　s七udy　on　七he　microclima七e　in　mossy　area　of　Kinq　Georqe
　　　　　Island　（An七arc七ic）
　　　　　　　　　　Li，　H．　and　Ji，　」．

　　8．　Classification　of　the　vegetation　t二ypes　in　the　Fildes
　　　　　Peninsula，　King　George　工sland，　Antarctic
　　　　　　　　　　Li，　X．，　Chen，　F．　and　Chen，　H．



　　9．　Classifica七ion　and　distribu七ion　of　the　bryophy七es　in　t二he
　　　　　Fildes　Peninsula，　1くing　George　工slarld，　An七arctic

　　　　　　　　　　Chen，　F．，　Li，　X・　and　Chen，　H・

　10・　Nu七rien七　limi七a七ions　七〇　bryophy七e　CO2－exchanqe　on　a　sub－
　　　　　Antarc七ic　工sland
　　　　　　　　　　Smith，　V．　R．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿一＿＿－　Discussion　－一一一一一

　　　　　　　　　　　　　一一一一一一　Lunch　Time　（1240　－　1400）　一一　一一一

Special　Lecture　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1400　－　1425）

　11．　Scenario　for　a　sub－Antarctic　island　ecosys七em　under　a
　　　　　chanqing　climatic　reqlme
　　　　　　　　　　　Smith，　V．　R・

Plant　Fossi1！Vegetation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1425　－　1555）

　　　　　Chairman：　Koゴima，　S．　and　Masuzawa，　T．

　12．　A　synopsis　of　－　from　Antarctica　and　Patagonia
　　　　　　　　　　Ohsawa，　T．　and　Nishida，　M．

　13．　Structure　and　succession　of　alpine　perennial　community
　　　　　（｝型）on　Mt・FUコi
　　　　　　　　　　Masu2awa，　T．　and　Suzuki，　」．

　14．　Vegetaヒion　of　arc七ic　Canada　with　special　reference　to　七he
　　　　　vegetation　of　Cornwallis　工sland
　　　　　　　　　　Koゴima，　S・

　15◆　The　vegetation　of　a　severe　polar　desert　environmen七　at
　　　　　Sverdrup　Pass，　central　Ellesmere　工sland，　Canadian　High
　　　　　Arctic
　　　　　　　　　　Maycock，　P．　F．

　16．　Scanning　electronmicroscopy　of　colonizinq　rock　surfaces　in
　　　　　the　far　north，　Canada
　　　　　　　　　　Fahselt，　D．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一一　Discussion　－一　一

　　　　　　　　　　　　　　一　　一一一　Tea　Break　（1555　－　1625）　一一一一一一

Invertebrate5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1625　－　1725）

　　　　　Chairman：　Tamura，　H．　and　Fukuda，　H．

　17．　Orl　the　copep6d　fauna　irl　Arc七ic　Canada
　　　　　　　　　　Kikuchi，‘Y・



18．　An七arc七ic　七ardiqrades　工工．
　　　　　　　　Utsugi，　1く．　and　Ohyama，　Y．

1g．　Cold　hardiness　of　An七arc七icola　皿⊆エ　（Cryp七〇stigmata）
　　　　　　　　Sugawara，　H．，　Tanno，　K．，　Ohyama，　Y．　and　Fukuda，　H．

Discussion　一

December　7　（Thursday），　1989

BaCteria／FUngi

20．

Chairman：　Nagashima，　H．　and　rrorii，　T．

Low　temperature　adapヒa七ion　in　a
Vibrio　sp．　strain　ABE－1
　　　　　0kuyama，　H．，　Okajima，　N．，
　　　　　and　Murata，　N．

（　930　－　1045）

psychrophilic　bacterium，

Sasaki，　S．，　Higashi，　S・

21．　Preliminary　repor七　〇n　cellulolytic　activity　in　the
　　　Antarc七ic　region．
　　　　　　　　Yamamoto，　H．，　Oh七ani，　S．，　Tatsuyama，　K．　arld　Akiyama，　M．

22．　Characteriza七ion　of　a　new　species　of　yeast，　Candida
　　　　isolated　from　Lake　Vanda　in　An七arc七ica．
　　　　　　　　Nishikawa，　J．，　Nagashima，　H．，　Matsumo七〇，　G．　1．
　　　　　　　　Iizuka，　H●

sp・nov・

and

23．　Oriqin　of　lonq－chain　alkanes　and　alkanoic　acids　in
　　　endolithic　microbial　community　of　the　McMurdo　Dry　Valleys，
　　　Antarcヒica
　　　　　　　　Matsumoto，　G．　工．，　Friedmann，　E．　工．　and　Watanuki，　1く．

Discussion

Algae

Chairman： Fukushima，　H　and　Akiyama，　M．

（1045　－　1230）

24．Ame七hod　for　direct二counting　of　algal　cells　in　the
　　　　soil　using　a　slide　glass　inserted　into　the　soil
　　　　　　　　Akiyama，　M．，　Ohtani，　S、　and　Kanda，　H．

Antarc七ic

25．　Floristic　studies　on　alqae　from　inland　wa七er　near　Syowa
　　　Station，　Antarctica．　工V．　Lake　Nurume
　　　　　　　　Oguni，　A．　and　Takahashi，　E．

26．　Ecophysioloqical　research　of　s七ructures　and　phototrophies
　　　among　four　types　of　cyanobacterial　ma七s　from　different
　　　points　at　Yukidori　ike，　the　pond　of　Yukidori　zawa　Valley，
　　　Langhovde，　Antarcヒica
　　　　　　　　Shimizu，　A．，Takahashi，　E．，　1くimura，　K．　and　Watanuki，　T．



27．

28．

29．

Diatoms　from　Akebono　Rock　in　Antarctica
　　　　　Fukushima，　H．，　Ko－Bayashi，　T．　and　エshida，　H．

Chrysophytes　from　Barrow　lakes　group，　Alaska
　　　　　Takahashi，　E．　and　Alexander，　V．

慧≧，：㌫9。（：蓋Hそ、註；1穎）；。：：u：諜二nF：萱ae　ep’phyt’c°n

　　　　　Nakatsubo，　T．　and　Ohtani，　S．

　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一一　　Discussion　－一一　一

　　　　　　　　一一一一一一　Lunch　Time　（1230　－　1350）　一一一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MARINE　B工OLOGY

Special　Lectures　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1350　－　1430）

　30．　Contribution　of　the　Pacific　Arc七ic　七〇　七he　qlobal　ocean
　　　　　carbon　budget
　　　　　　　　　　McRoyσ　P．　C．

　31．　Environmental　regulation　of　primary　production　in　the
　　　　　Barents　Sea
　　　　　　　　　　Sakshaug，　E．

PREFLA　Pro3　ect　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛1430　－　1600）

　　　　　Chairman：　Takahashi，　M．　and　Taguchi，　S．

　32．　Time　series　change　of　chlorophyll　皇」under　sea　ice　in　Chukchi
　　　　　Sea　7　Arctic

　　　　　　　　　　Fukuchi，　M．，　Hat七〇ri，　H．，　Matsuda，　0．，　Tanimura，　A．　and
　　　　　　　　　　McRoy，　P．　C．

　33．　Seasonal　succession　of　microplank七〇n　community　in　the
　　　　　northern　Berinq　shelf　waセer　durinqモhe　period　from　June　ヒo
　　　　　Sep七ember，　1988
　　　　　　　　　　Yamazaki，　K．，rraniguchi，　A．，　Sasaki，　H．　and　Fukuchi，　M．

　34．　Distribution　of　copepods　in　七he　northerrl　Bering　Sea　and　the
　　　　　Chukchi　Sea　（Oct・　1988》
　　　　　　　　　　Hattori，　H．，　Tanimura，　A．，　Fukuchi，　M．　and　Ma七suda，　0．

　35．　Variability　in　downward　particulate　flux　in　七he　nor七hern
　　　　　Bering　Sea　in　summer　1988，　1．　zooplankton　fecal　pellets
　　　　　　　　　　Sasaki，　H．，　Hattori，　H．，　Matsuda，　0◆　Tarlimura〃　A．　and

　　　　　　　　　　Fukuchi，　M．

　36．　Variability　in　downward　particula℃e　flux　in　the　northern
　　　　　Berinq　Sea　in　summer　1988，　2．　sterol　composition
　　　　　　　　　　Yamaguchi，　T．，　Sasaki，　H．　and　Fukuchi，　M．



　一一一一一一　Discussion　－一一＿＿＿

－　lrea　Break　（1600　－　1630｝

Environment　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1630　－　1715》

　　　　　Chairman：　Michida，　Y．

　37●　Charac七eris七ics　of　oceanographic　structure　along　1750E　in
　　　　　the　Ross　Sea　sec七〇r
　　　　　　　　　Naganobu，　M．　and　Kusakari，　K．

　38．　Ocearlic　circulation　in　亡he　Southern　Ocean
　　　　　　　　　Fukuoka，　J．，　Naqanobu，　M．　and　Fukuchi虜　M．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　DiscUssion　－一一　一

　　　一一一一一一　Symposium　Reception　（6F　工、ounqe）　（1730　－　1900）　一　一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　December　8　｛Friday），　1989

Lower　Productions！Flux　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　945　－　1145）

　　　　　Chairman：　Furuya，　K．　and　Kawamura，　A．

　39．　Ligh七　conditions　and　pho七〇syn七he七ic　produc七ivity　of　ice
　　　　　algal　assemblaqes　in　lagoon，　Lake　Saroma，　Hokkaido
　　　　　　　　　　Yamaquchi，　Y．　Satoh，　H．，　Wa七anabe，　K．　and　Aruga，　Y．

　40．　Standing　stocks　of　chlorophyll　in　the　Indian　sector　of　the
　　　　　Antarc七ic　Ocean．
　　　　　　　　　　工shikawa，　T．，　Nagai，　A．　and　Fukuchi，　M．

　41．　Species　succession　of　net二　phytoplank七〇n　collected　in　Great
　　　　　Wall　Bay，　Kinq　Geoエge　工sland　from　November　1988　to　March　1989
　　　　　　　　　　Wa七anabe，　1く．，　Lu．　P．　and　Huanq，　F．

　42．　Studies　on　七he　lipid　me七abolism　of　psychrophilic　dia七〇m
　　　　　isolated　from　the　Antarc七ic．　Ocean
　　　　　　　　　　Katahira，　R．，　Tominaga，　H．　and　Tominaga，　N．

　43．　Vertical　七ransport　of　organic　materials　in　Breid　Bay，
　　　　　Antarctica工工　Lipid　materials
　　　　　　　　　　Handa　7　Nり　　工ku七a，　N⑳，　Fukuchi，　M．　and　Hoshiai，　T．

44．　Abundance　of　microplankton　popし11ations　observed　in　the
　　　　neiqhboring　wa七er　of　Syowa　Sヒation，　An七arc七ica，　during　winter
　　　　of　1984

　　　　　　　　　Utoh，　S．，　Taniguchi，　A．，　Kawaguchi，　K．，　Matsuda，　0．
　　　　　　　　　and　工shikawa，　S．



45．15N・・d　13C・。nten七・。f　A・t・・cti・k・ill・verwi・teri。q　under
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　七he　coas七al　fas七ice　in　Lu七zow－Holm　Bay，　with　special　reference
　　　　七〇　the　seasonal　change　in　七he　feeding　habits
　　　　　　　　　Kawaguchi，　K．，　Wada，　E．，　Kabaya，　Y．，　Matsuda，　O．　and
　　　　　　　　　Ishikawa，　S・

一一　Discussion

Fish／Benthos　（1｝ （1145　－　1245）

Chairman：　Kawaquchi，　K．

46．　On　the　kidney　of　Osmerus　den七ex　and　一ユ幽　and
　　　　七heir　cold　adapta七ion
　　　　　　　　　Fukuda，　M．，　HaYashida　r　A．，　Oqawa，　M◆　and　Fukuchi，　M．

47．　Chum　salmon　皇巴＿　keta
Nishiyama，　T．，　Masuda，

　　in　the　northern　Bering
K．　and　Oqi，　H．

Sea

48．　Morphological　features　of　cephalic　sensory　canals　of　fishes
　　　　of　t二he　suborder　Notothenioidei　（Perciformes）
　　　　　　　　　Iwam工，　T．

Discussion

Lunch　Time　（1245　－　1400）

Fish／Benthos　《2） （1400　－　1500）

Chairman：　Takeda，　M．

49．　Some CしLmacean
Gamo，　S．

crustaceans　from　the　An七arctic　Seas

50．　Taxonomic　study　of　the　family　Lamellariidae　（Mollusca：
　　　　Gas七ropoda｝　collected　from　Syowa　Sta七ion　and　Breid　Bay
　　　　　　　　　Numanami，　H．，　Okutani，　rr．，　Nai七〇，　Y．　and　Hoshiai，　T．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂

51．　Cephalopods　collec七ed　from　the　Greenland　waters　by　the　R／V
　　　　”Shinkai－Maru“　in　1987　arld　1988
　　　　　　　　　Kubodera，　T．　and　Okutani，　T．

一一　Discussion

Tea　Break　（1500　－　1530）

seabirds1Marine　Ma㎜als （1530　－　1730）

Chairman：　Ogi，　H．　and　Miyazaki，　N．

52．　Switching　of　the　die七　for　chicks　ih　Adelie　penguins
　　　　　　　　　Mori，　Y．，　Watanuki，　Y．，　Naito，　Y．　and　Hidaka，　T．



53．　Distribution　of　seabirds　and　physical　factors　of　sea　surface
　　　　in　七he　工ndian　sector　of　the　Southern　Ocean：　Results　of　JARE－
　　　　30　’IShirasel’　cruise　（1988／1989｝

　　　　　　　　　Koゴima，　M．，　Watanuki，　Y．，　Fukuchi，　M．，　Naito，　Y．　and
　　　　　　　　Okumura，　H．

54．　Preliminary　studies　of　acoustic　behaviour　and　sound

　　　　of－adeliae
　　　　　　　　Fan，　Z．　and　Chenq，　M．

signals

55．　Developmen七al　biology　of　penguins　in　regard　七〇　the　organic
　　　　phosphate　compounds　from　ery七hrocytes
　　　　　　　　　Bacila，　M．，　Rosa，　R．，　Rodriques，　E．　and　Lucchiari，　P．　H．

56． Bird
1984

communities　of　the　Southern　Ocean　in　sし【mmers　of　1979一
（preliminary）
Maruyama，　N．，　Ohtsuka，　E．，
Naito，　Y．

Kanzaki，　N．，　Maeda，　T．　and

57．　Some　aspects　of　possible　migra七ion　pattern　of
　　　　whales　suqgest二ed　from　七he　foetus　frequency
　　　　　　　　Kato，　H．

southern　minke

58．　Occurrences　and　abしmdances
　　　　　　　　　KasamatSU，　F．

of　beaked　whales　in　the　Antarc七ic

D工SCUSS工on　一

Closing　Remark （1730　－　1740）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　POSTER　SESSION　－　　一一一

Posters　will　be　se七　up　on　panels　in　the　auditorium　lounqe　（6F）
during　the　symposium

　1．　A　prilnary　s七udy　on　bryophyte‘s　containinq　water　and　s七〇ring
　　　　water　in　the　Fildes　Peninsula，　Kinq　George　工sland
　　　　　　　　　Chen，　H．，　Chen，　F．　and　Li，　X．

　2．　On　tardigrada　extracted　from　dried　specimens　of　Antarctic
　　　　mosses
　　　　　　　　　Ohyama，　Y．　and　Kanda，　H．

　3．　Influence　of　soil　macroinver七ebrates　on　litter　nu七rient
　　　　mineraliza七ion　on　a　sub－An七arc七ic　island
　　　　　　　　　Steenkampワ　M．

　4．　Oceanographical　analysis　on　七he　southern　minke　whale
　　　　distribu七ion　based　on　the　da七a　during　Japanese　research　take
　　　　in　1988／89

　　　　　　　　　Naganobu，　M．，　Kanou，　H．　and　Ka七〇，　H．

　5．　Ecological－physiological　charac七eristics　of　bacヒerial
　　　　popula七ion　in　the　Berinq　and　Chukchi　Seas
　　　　　　　　　Tsyban，　A．　V．，　Panov，　G．　V．，　Kudryavstsev，　V．　M．　and
　　　　　　　　　Chernyak，　S．　M．

　6．　Yearly　change　of　chlorophyll　亘　standing　stock　under　sea　ice
　　　　in　a　laqoon，　Lake　Saroma
　　　　　　　　　Sa七〇h，　H．，　Yamaquchi，　Y．　Watanabe，　K．，　Fukuchi，　M．　and
　　　　　　　　　Tanimura，　A．

　7．　Pack　ice　microbial　assemblages　during　the　austral　winter
　　　　　　　　　Garrison，　D．　L．

　8．　Ice　algae　found　in　七he　coastal　fast　ice　on　King　George
　　　　and　Nelson　工slands
　　　　　　　　　Watanabe，　K．，　Huanq，　F．　and　Lu，　P．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工

　9．　Produc七ion－destruction　processes　and　biosedimen七ation　in　the
　　　　Bering　and　Chukchi　Seas　in　July－August　1988
　　　　　　　　　Tsyban，　A．　V◆，　Korsak，　M．　N．，　1くudryav七sev，　V．　M．，

　　　　　　　　　Glebov，　B．　V．　and　Med土ne七s，　V．　工．

10．　The　primary　analysis　on　populatiorl　composiヒion　of　Antarctic
　　　　krill　幽主皇」皇〔and　relation　with　the　waヒer　movemen七s
　　　　　　　　　Chen，　S．，　Yanq，　G．　and　Zhao，　G．

11．　The　agqreqa七ed　pat七erns　of　the　Antarc七ic　kri11　　
　　　　『　and　primary　environmental　analysis
　　　　　　　　　Chen，　S．，　Zhao，　G．　and　Yanq，　G．

12．　工nvestiqa七ion　of　moult　cycle　of　里〔旦』『　Dana　in
　　　　concentraヒions　（DIUrville　Sea，　East　An七arctic）
　　　　　　　　　Spiridonov，　V．



13．　Notothenioid　fishes　from　the　Weddell　Sea　and　七heir　habi七a七，
　　　　observed　by　underwa七er　photography　and　七elevision
　　　　　　　　　Ekau，　W．　and　Gut七，　J．

14．　Divinq　behavior　of　k）lue－eyed　shags　a七　Bird　工sland，　Sou七h
　　　　　　　　　コ　　　　Georgエa
　　　　　　　　　Iくato，　A．　Nai七〇，　Y．，Wa七anuki，　Y．，　Croxa11，　」．　P．　and

　　　　　　　　　Ino，　Y．

15．　Foraqing　and　res七ing　dives　in　deep　continuous　dives　of
　　　　nort二hern　elephant　seals
　　　　　　　　Asaga，　「r．，　Naito，　Y．　Le　Boeuf，　B．　J．　and　Huntley，　A．　C．
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1

ラ　ン　グ ボブデ、雪鳥沢における
生物微気象観測

Mic「oclimate　studies　at　the　Yukidori　Valley，　Langhovde，　Anヒarctica

大谷修司（極地研）、 神田啓史（極地研）、　菅原裕規（北大）、　持田幸良（東北大）、

　井上正鉄（秋田大）、大山佳邦（極地研）

S．　Ohtani　（NIPR），　H，　Kanda　（NIPR），　H．　Suga胃ara　（日okkaido　Univ．），　Y．　Hochida

　　　　（Tohoku　Univ．）　H．　Inoue　（Akita　Univ．）　and　Y◆．Ohya田8　（NIPR）

During　the　three　seasons　of　austral　summer　（JARE27－29），　microclimate　studies
were　carried　out　at　the　YukidOri　Valley，　Langhovde，　Antarctica．　　Continuous
measurements　of　wind　directi◎n，　wind　speed，　1ighヒ，　air　tempera七ure，　relative
humidity　and　moss　temperature　were　recorded　at　upper　site，　middle　site　and　lower
site　of　the　valley，　respectively．　　The　data　indicate　七hat　wind　speed，　1iqht．　air
and　moss　temperatures　were　largely　influenced　by　the　topography　◎f　st二udied
siヒes．　　The　day　above　O℃　of　moss　七emperature　is　limited　to　the　period　from　late
November　to　early　January．　　Water　condition　was　c◎nsidered　to　be　raヒher
important　environmental　fac七〇r　ヒo　develop　vege七ation　than　light，　wind　and　air
temperature　in　the　Yukidori　Valley．

　生物微気象に関する研究は、　昭和基地近辺

では、束オングル島における松田（1964）の

酵類群落の微気象に関する研究があるにすぎ
ず、生物が実際にどのような環境下で生育し
ているのかはほとんど明らかにされていない。

ラングホプデ、雪鳥沢は昭和基地周辺で辞類
や地衣類、　藻類が最も豊富であり、　また、　こ

れら植物群落あるいは土壌中を住処として、

ダニやクマムシなどの多くの微小動物が生息
している地域である。陸上生態系構造の研究

の一環として、　27次～29次の3ヶ年にわ
たり、　これら生物の生育環境を明らかにする

目的でランプホプデ、雪鳥沢において生物微

気象観測を実施した。今回は29次で得られ
た結果について報告する。

　【方法】観測定点は全長約2kロの雪鳥沢の
上流、　中流、　下流の3地点で、　各定点に高さ

3ロのポールを立てその先端に風向風速計及び
光量子センサーを、　1．5ロ高に温湿度計を設置

した。藤類群落の表層より1c■内部の温度を

熱電対を用いて測定した。　測定期間は198

8年1月上旬から4月下旬、　1988年11
月中旬から1989年1月上旬の約6ヶ月で、
測定は15分間隔で行い、　測定値はデータロ
ガーに収録した。

　【結果〕風：各月の平均風速は1～4ロ／sで、

谷の深い上流が中流、下流に比べ強く、最大
風速は上流の28口／sであった。

　光：12月、　1月は日射が強く、　快哨時の
日射は最大約1600♪・ol／■込！sであるが、

3月になると急激に日射は弱くなる。一日の
総日射量は、谷の深い上流が最も少なく、地

形の開けた下流が最も多い。

　温度1中流を例にとると、　測定した6カ月

のうち平均気温が0℃を越えた期間は23日
間（12月～1月）で、最高気温は約7℃で
あった。　一方、　蘇類群落の場合は平均温度が

が0℃を越えた日は約90日（11月下旬～
2月上旬）であった。　辞類群落の温度は群落
の含水率に大きく影響された。　雪鳥沢に水の

流れた1988年1月の中流の欝類群落の最
高温度は約15℃であったが、水の流れなか
った1989年1月の最高温度は約29℃で
あった。

　湿度ス相対湿度は日によって大きく変化し
たが、　気温が低いため空気中の水分量は年間

を通して少なく乾燥していた。測定期間中、

降霜、降雪ともに数回あったが、殆どの雪は
降雪後、風に吹き飛ばされてしまった。

　上流、中流、下流を比較すると、上流がV
字形の谷のため最も日射鼠が少なくまた平均
気温も数℃低い傾向にあった。気温が低いた
め空気中の水分鼠も上流が最も少ない。　さら

に地形の影讐を受け風速も沢の中で最も強い。
しかし、上流は、醜類や地衣類が豊富であり、

流域には湿土上に生育するNostoc　co“une
が多い。　この原因として、　ブリザード時の主

風向が谷の走る方向と同じ東であり、地形的
に雪ドリフトが溜りやすく、　また大陸氷縁に

近いため毎年安定した水分の供給が得られる
ことが考えれる。雪鳥沢の場合、温度条件や
日照条件より水分条件が強く植坐の分布に影
沓を与えていることが示唆された。
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昭和基地周辺の湖沼中に生育する水生蘇類
On　aquatic　■os8es　found　in　lakes　along　the　S6ya　Co島st，　E仏8t　Antarotica．

神田啓史（極地研） 大谷修司（極地研）

H．　K8nda　（NIPR）　and　S．　Ohtani（NIPR）

　　joinin8　the　JARE－29　（1987－89）　for　a　botanica1　8tudy　as　ロint6ring

ロe■bers，　the　author8　collected　50■e　aquatic　ロ08ses　occurring　In　the　lakes　in

Skarvsnes，　Byv886sane，　Breidv68nipa，　L8nghovde．　　A1田08t　all　the　speci■en8　曹ere

a　sub■erged　forロ　of　旦L迎コユ　11－』」旦，　but　one　8Pecies　of　Oic㌣anella　was

found　occa8ion811y．　　The　8quatic　鴇os8es　collected　in　the　Lake　Yukidor1，

Lan8hovde，　曹ere　alway8　associated　胃1th　80ロe　kind　of　algae．　　AI●ost　all　of　these

■。sses曹ere　also　considered　to　be　a　f。m　of旦．一坦，　but　they胃ere
occasionally　旦ixed　冒ith　sub■erged　forロs　of　Pottia　hei■il　and　旦！ぷ］旦　皇』曲．

So■e　ecologic81　asPects　of　these　阻osses　were　discussed⑳

　南極×陸の蘇類フローラを研究する上で、

湖底に生育する藤類は無視出来な、㌔大陸性

南極においては、ソ連基地近くの湖底（30m

以深）から、堕ユ旦korotkevic2iaeや

一坦8i■onovii等の新種が報告さ
れている。しかしながら、その後これらの毬

の報告はなく、同一種が水に適応して、形態

を変えた可能性も考えられる。一方、昭和基

地周辺の湖底からは、」ARE－16次以降、醇類

が2種報告されている。そのうちの1種は

』seud・tri　uetru鴇であり・これは湖

沼の周囲に生育している陸生のものが、水中

に生活の場を広げたものと考えられる。他の

1毬はDicranella　sp．であり、これまでに南

極大陸に未知な種と考えられる。本種は仮根

に特異な無生芽を持ち、茎の断面構造、細胞

や葉の形に特徴があり、新棚の可能性がある。

すなわち、南極の湖沼中に生育している癬類

には、陸生の同一種が水に適応して形を変え

た場合と、古い時代から環境が穏やかで安定

している湖沼中に今なお酵類が生存していた

場合の二型が考えられる。この見地に立って、

演者らはこれまでに昭和基地周辺の宗谷海岸

で採集された湖沼産の欝類標本と、JARE－29

（1987－89）の越冬中にスカルプスネス、ピポ

ー クオーサネ、プライボーグニーパ、ラング

ボブデ等から採集した標本に基づいて、形態

を・比較し、分類学的検討を行った。結果的に、

ほとんどの標本はすでに報告されている2種

であり、一部にPottia　hei訂i、旦肥旦
　　　り
←が新たに認められた。
　更に、湖底に生育する辞類の特長の一つに

藻類と随伴していることがあげられる。演者

らは、ラングホプデの雪鳥沢の調査において、

岸沿いの浅瀬から、池の中央部の水深約6m

に至る湖底の藻被と醒類の親和性について調

査した。一般に、岸沿いの湖底は藻被が薄く、

池の中心に行くに従って厚くなる。しかし、

蕗類の生育は、むしろ藻被の薄い所に顕著に

認められた。又、池の水温、pH、溶存酸素等

を測定し、辞類の生活の場としての湖底の環

境を知るデータを得たので報告する。
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南極地域のフロラに新しく加えられるハリガネゴケ類（セン類）

New　additions　of　bryaceous　mosses　（Musci．　Bryaceae）　to　the　Antarctic　flora

越智春美（．鳥取大）神田啓史（極地研）
H．　OCHI　｛Tottori　Univ．）　and　H．　KANDA　（NIPR）

曹e11－recognized　■osses　have　been　very　feu　in　species　nu■ber　in　the　areas　of　the

Antarctica．　and　also　hitherto　collected　回any　sterile　and　scanty．　indeter■inable

sPeciロens・　Observing　in　detail　accu■ulated　ones　in　NIPR　recently．　里一

Schleich．　ex　Schuaegr．　is　recognized　for　the　first　ti■e　fro回　a　Peninsular　site．

based　on　the　duplicate　of　th．e　dollection　口ade　by　an　U．S．colleague　　｛NIPR　850409－002

ex　NY｝．　And　also　exa■ining　three　duplicates　na回ed　Br　u■　al　ens　Card．　fro■　the　East

Antarctlca．　it　has　been　revealed　that　at　least　one　of　these　three　｛NIPR　870610－007．

fro頂　Wilhe1四　II　Land｝　belongs　to　旦一］里　（Hedu．｝　Gaertn．．　Heyer　＆

Scherb．，　which　is　a　ne冒　record　to　the　region　around　the　USS．R　base　in　the　East　Ant－

arctlca．

　　ハリガネゴケ属の種類は、比較的数少ない

南極地域のセン類フロラの重要な構成要素で

ある。しかし、本地域では、多くの場合、未

発達の不稔植物体しか得られなかったため、

正確な種類の同定が行なわれず、大陸部の南

極からはEr　uロar　ente“Hed肌．堕一
亘』L｝里　（Hedu・｝　Gaertn・・　Meyer　＆

Scherb．および　旦一〔C．恥ell．の
3種が知られているに過ぎなかった（Ochi．

1979；Kanda＆OcM．1986｝。本地域のセン

類フロラの解明には、根気よく成熟した植物

体を探すことが不可欠である。

　　一昨年末以来、　旧PRに保管されている標

本を調べていたが、その中に、NYとの交換に

よって入手した、南極半島部のShort　Cut

Island．　Anvers　lslandからのG．T．Prance

の採品（MPR　850409－002．　as　B．　steno－

trichum　C．　Mue1L．　det，　W．C．Steere）が得

られた。その標本を詳細に検討してみると、

それは、さく果をっけたBru値訓bl　odon

と不稔ではあるがよく発達した雌雄の生殖器

托をつけた一§Schleich．と
の混合物であることがわかった。これら2種

のうち、後者は南極地域からは未報告の種類

である。ちなみに、本種はすでにFalkland

Islandsから確認され｛Ochi．198の、また、

最近、チリー・サンチアゴの　H．蘭ahuの

South　SheUand　Islandsの一島Deception

I．　からの採品の中にも本種らしい不稔品が

入っている。

　　MPRにあった東南極のUSSRの基地周辺か

ら採集された旦£－Card．と名づけ
られた3点の標本もみた。ところが、少なく

ともその中の一つ（NIPR　870610－007．　fro回

Wilhe1匝　II　Land）は　　旦£一皇主一

rumとみなされる．旦一一は
東南極のUSSR基地周辺（昭和基地以東）か

らは未報告である。

　　以上のことを中心にして、実際のコケ植物

の解剖図、過去に発表された文献や図の写し

などを示しながら説明したい．

一 3一



4

昭和基地周辺地域とキングジョージ島の地衣相と生態の比較研究
C◎口parative　stud　ies　on　f　lora　and　ecology　of　nchens　bet照2n　Syo路Station　Areas，　continenta｝　Antarctica　and　K　i　n8

George　lsland，　臨ariti閲e　Antarctica．・

井上正鉄（秋田大・教育）

M．INOUE（Akita　Univ．）

　Fifty　seven　spec　ies　in　25　8enera　ar㎡　199　species　j　n　65　8enera　are　enu駅≧rated　froロ　Syowa　Sation　Areas（SS）　and

Fildes　Peninsula　ofκi㎎（；eor8e　lsl（κG）respectively．　Seventeen　8enera　and　7　species　o㏄ur　in　both　re8ions．　Thir・

t㏄n8e情ra　of　fmticose　al栢foliose　l　ichens㏄cur　only　inκG・悔rW　Pyren㏄arp◎us　a哺cyan。phyceous　l　id槍ns㏄cur

in　IくG，　vhile　not　so弼any　i　n≦笛．　Lichens　can　be　seen　everywhere　in　kG，　however．　in　SS　l　i　ch¢ns　occur　i　n　the　restri・

cted　sites．　↑he　l　ichen　coロ幌u6ities，　developed　on　inter　tidal　and　sprash　zones　and　at　the　base　of　cliffs，　occur

only　in　KC．　The　co簡ロunities　co扇posing　bryophytes　and　l　icherぱs　of　fruticose　and　foliose　plant　can　be　co㎜only　seen

in　KG．　whi｜e．　㎏rdly　seen　in　SS．　Ueather　condition　and　｛opo8raphic　factors　affectin8　1　ichens　uill　be　discussed・

　南極産地衣類は”探検船時代”以来、主にその専門家以外の研究者によって採集された断片
的な、或は典型的でない資料に基づいて各国から報告されてきたため種名が錯綜し、著しく混
乱しており、肱le（1987）も述べているように、分類学的にも生態学的にも最も困難な研究対象
のひとつとなっている．演者は好運にも昭和基地周辺（1985・1987年、越冬）とκin8　George島
Fildes半島及びその隣の“、son島の6amony　Cove（1988－1989年、夏期間）の地衣類をほぼ同じ
条件で精査する機会｛こ恵まれた．Holdgate（1970）の区分によると、前者は大陸性南極に、後者

は海洋性南極に位置するという。そこで、この両者の地衣フロラと生態の比較研究をしてみる。
尚、比較的まとまった報告を大陸性南極からしているKappen（1985、Birthday　Rid8e＞、　nale（19

87、8eacon　Sandstone　For罰ation），　Filson（1966．Hac．Robertson　Land），　Andreev（私信1989、8

un8er　Hills＞．Clarid8e　et　aL（197LScott　Glacier　Re8ion）も考慮したい。

　昭和基地周辺で25属57種、kin8　Geor8e島で65属199種が確認された．所産種数の顕著な遠い
は従来も示唆されてきた事である。　しかし、興昧ある点として1・）属レベルでは昭和基地周辺

の6割にあたる17属が共通する反面、共通種は1割余、　2）Kin8　Geor8e島のみに産する大型地衣
はCladoniaなど13属、3）κing　George島にVerrucariaをはじめ9属19種の被果地衣、　Leptogiu
廟など10属11種の藍藻地衣が生育しているのに対して昭和基地周辺ではそれぞれ1属1種、2属2種
を見るにすぎない事が挙げられる．上記、Kappen（1985）らの鞭告もこれを満足させる．
　生態的に興味ある点として、　1）下図のUsnea属の場合の様に、地衣類は昭和基地周辺では追
在bているが、Kin8　Ceor8e島ではほぼ全域に生育している、　2）Kin8　Ceor8e島にのみ潮間帯、
飛沫帯の地衣群落及び、垂直岩壁基部に発達する湿性の藍藻地衣群落がみられる、　3）昭和基
地周辺では蘇類と大型地衣類が同じ群落に見られることは殆どないがKing　Ceorge島ではHi肱n
tor別a，Sphaerophorus等をはじめ、多くの大型地衣が蘇苔類と一緒に普通にみられる．以上の
事を気象条件と地形などの関係で考察したい。

討

一

■

● 一

o
　●

●

o o ● ●
．

’
（δ o o ● ● ●

● ●

● 、

、

’

○ ● ●

o ● ●

■

●

　一「
●w

　●

clc ●

● も ●

● ●

・

o
● ㊤

一一

6o
｛ A

A←

●
，一

●

蘂’

6
・
一

’一

逐〔
●

●

●
り
1
‘
●

　　」

o
　、

、、一ひ 、、

　、トこ．・・、、・　、

・

・÷

o
，
“
、

－

竺

一

●

．

，

　・層

●
A
一
一
〇
●
o

9
● 一

B

　Fi8．　A．　Distribution　of　Usnea

sphacelata　in　しan8hovde・　near

Syowa　Station

　Fi8．　8．　Oistribution　of　Usnea

antarctica／aurantiacoatra　in
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ls1・a耐Har姐ony　Cove，晦lson　lsl．
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地衣類に含まれる微量元素の放射化分析

Activation　Analysis　of　Trace　Elements　in　Lichens　Collected　at　Langhovde．

中村彰（秋田大教育）　井上正鉄（秋田大教育）

Akiτa　Na1【alnura（A1【ita　Uni▼．）　　Masakane　I且oue（Akita　Uni▽．）

　Emp｜oUing　the　activation　method、　the　isotoPlc　ratio　Of　iron．54Fe　ond　58Fe，　w8s

meosured　against　the　samples　from　two　kinds　of　Iiche町Umbilic8rla砺シ7βand　Usnea
5汐リケ∂oθ1∂’∂　collected　at　Langhovde（JAl～E　27th　Wintering　PortU．　1986　）．　The　isotoPゴc

r8tios　were　determmed　from　o　vieW　po涌t　Of　the　bindmg　strength　of　the　element　to　the

tissue　o臼iChens．　The「atios　were　different　from　sample　tO　somple，　e．9．　ocUve　site　or

inoctive　site，　ond　stronglg　binding　or　weaklg　binding　to　the　tissues．　The　volue　of　the

ratio　of　ocid　digested　somple　from　the　inoctive　site，　howeΨer、　was　verU　close　to　that

of　the　s曲st「atum　for　the　both　kinds　of　lichen．　The　possible　reasons　will　be　discussed．

【概要1地衣は環境の影響を受け易い植物である。地衣

による金属元素の取り込みに関する知見を得る目的

で、人為的影響の最っとも少ないと考えられる南極産
の2種の地衣（Umbilicaria　aprina（55cm　in　diameter），

Usnea　SPhacelata（4～5cnl　long））を選んで、鉄元素の

同位体比（54Fe戸8Fe）を放射化分析の手法を用いて測

定した．分析対象の地衣組織は、成長の活発な部位（先

端部位A）と成長の不活発な部位（基部付近B）である。

2つの地衣は、共に片麻岩上に固着しており、基部の岩

石についても同位体比を調べた。1方法1採取した地衣
を、先端部（A），基部付近（B），基部（片麻岩）に分離し、

各々の0．2～0．4gを、逐次、蒸留水，0．4N酢酸，3．5N

硝酸にて30分つつ浸出した。各々の浸出溶液と残査
を、酸分解の後、NBPHA（N・b⇔nzoyl・N－pheny｜・

hydroxyl　amine）でFe（III）だけを選択抽出（PH＝0．3）

した。さらに、抽出した有機層を強酸で逆抽出し、最

終的に水酸化鉄の形でロ紙上に捕集した．このものを
石英管（Biosil｝に封入して放射化分析に供した（JRR－4

号炉，Tパイプ，6時間照射）。　y線スベクトロメトリー

は、45日間の冷却後、δ35keV（54Mn　f◇r　54Fe），

1099keV、1292keV（59Co　r◇r　58Fe）のピークにつ

いて行った。データの信頼性については、1292keV

と1099keVのピークの強度比が、全ての試料で一
定であることで確かめられた。また、バックグラウン

ドには、これらのe一クと干渉するピークは認められ

なかった。｛結果lTable　IとTable　IIに、いくつ

かの含有元素分析値と54Feと58Feのy線強度比を
各々まとめて示す。注目されることは、成長の活発な

組織と活発でない組織とでは、地衣の種類、組織との

結合の強さの差異によって、54Feと58Feの同位体
比がまちまちに異なることである．しかしながら、成

長の活発でない部位（B）においては、組織と強く結合

している鉄の同位体比は、2種の地衣で基部（岩石：片

麻岩）のそれと同じである、【考察1天然のFeの同位体

存在量は、場所によって異なるが、4種の安定同位体

54Fe．56Fe，57Fe、58Feに対して、各々およそ5．8落，

91．7濡，2．14エ，0．3幌程度であるといわれている。

我々の実験では、54Feと58Feの同位体比を正確に
求めることは出来ない（54Fe－（n，p）一》54Mn反応の正

確な衝突断面積が不明）が、各々に起因するy線強度

比を比較することにより、同位体存在比の差異につい

て議論することが出来る．基部の鉄の同位体比を最っ

とも良く反映しているのは、両地衣とも、成長の活発

でない組織を3段階の浸出の後に酸分解した試料であ

る。この解釈は、Ω地衣類は、基部に含まれる元素の

影響を受けて成長しており、鉄は地衣の組織中に強く

化学結合をして取り込まれる；ii）組織に付着してい

る微細な岩石粒が3．5N程度の硝酸には溶けず、酸分

解によって初めて検出され、基部と同じ組成を示し

た。発表者らは、後者の解釈に立つのが合理的である

と考えている。其他の同位体比が基部と異なることに

ついて議論をする。

Table　I

Sample

日ement　nnolgsis　ofllChens　ondτheir　Substroto・

（ICP）　　　　　　　　　　　　　　　　　lln　ppml
　　　「e　　　Mn　　　Cd　　　Cr　　　Zn　　　Mo　　CU

Umbllicarla

Substrotum
〔Um瞼漁｝

Usnea

Substrotum
（Usn叫

1490　　 ）6　　　1．9　　　22　　　28　　　3

～2549　 ～24　　、2．3　　～26　　～27

3180　　51　　　0．1　　30　　　29　　 4

～4933　　～52

28

～32

22

～23

910　　　45　　　2．4　　24　　　32　　　4　　　20

　　　　　　　　　　　　　　～28

3901　　24　　　0．4　　49　　117　　　4　　　　11

～5410　　～38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、23

Table　ll　lsotopic　Mio　of54re　and　50rρin　S。mple＄from

　　　　lichens．　　　　lin（σ（n，Yソ。〔n、P））畑’咽
1e8ching　　　　　　　　　　　　　　　　　　Umbllicori6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0sne6
media

　　　　　　　nb〕8c｝goei＄s　nb）8c〕gnelss

Oistil白d　 Uloter　　　　　　　 n　d＿d〕

【lon－¢状㎞gedl

gcetic　R《：id　　　　　　187

　　〔o．刷
Nitric　ncid　　　　　　268

　　｛3．5刈
Ocid　 Oigestion　　　　　　　 l47

側03旧Ck）4〕

217

176

173

n．dd｝

n，d，d〕

n．ddl

200　　194

n，dd］n．d．d〕

n．d．叫　n．d．d［

178　238

n．d、d）

n．d．d）

ndd〕

235　　　174　　　　181

旬0い．γ‥亀4●（0，P‥’●tbG　oro55－5●0しion50X担●trOユr●‘otエOぬ
・ま54’・」叫別血誕58’・』！叫59P・，囎・pecti廟，　b｝“もi鴨

5主te，　Cl　ixa亀cしi▼●　5ite，　d｝80t　4●t●r●iゆ04　bec●“e　o」【10冒

iユしe㎎エtie5　0f　σ亀●●亀　r息4i●tエo臨．
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6

南極産地衣類に含まれる発芽抑制物質

Co●ponents　of　Antarctic　Llchons　●h▲ch　result
　　　in　lnhibltlon　of　Sood　Gor口inatlon

辻野泰子 田崎弘之　吉田健二　藤森嶺（日本たばこ・植開研）
持田幸良（東北大）　大山佳邦（極地研）

Y．τSパino，　H．　Tazak｛，’ K，　Yoshlda，　T．　Fu▲｛ロor1（」T），

　　Y．　Mochida　（Tohoku　Univ．）　and　Y．　Oya，3　（NlPR）

lnhibltlon　of　seed　gerロination　and　●icrobe　gro■th　by　extract8　0f　antarctic　plant
s冒ero　exa■ined、　　Seven　kinds　o『・亀osses，　three　kinds　of　』llchens　and　aハ　a18ae　・ere

extracted　ワlth　oethano1，　evaporated．　cxtracted　冒lth　chlorofor●　and　8“bjected　to
as8ays．　　A■ong　the■，　chlorofor竃　eltracts　of　t冒o　 l1C｝しens　sho竃od　activ’ty．　　An

actlve　oxtract　las　purifled　by　silica　gel　colu●n　chro損atograph了　（EtOAo　－　hexane
エ3　：　τ）．　　Colorless　crystal　wa8　0btained　fro．　the　active　fractions，　　The

stroctore　and　activity　of　this　coロpound　are　dlsc05sed．

　　ウスニン酸は地衣類に特異的に含まれる

ポリフェノールとして有名である。　最近、植

物病原糸状菌であるカキ円星落葉病菌からウ

スニン酸の誘導体が得られ、これが葉の褐変

化、芽生え試験における成育阻害をひきおこ

すことが報告された。　今回、南極産セン類、

地衣類、　ソウ類計11種の抽出物を用‘いて発

芽阻害試験および微生物成育阻害活性のアッ

セイを行った結果、　2種の地衣類に活性を見

出したので報告する。

（材料および方法）　　エ987年度第28
次越冬隊の持ち帰った南極産セン類7種、地

衣類3種、　ソウ類1種について少量をメタノ

ー ル抽出し、抽出物の発芽阻害活性、　微生物

成育阻害活性を調査した。その結果、アムン

ゼン湾リーセル・ラルセン山付近で採集した

地衣類のうち2種が阻害活性を持っことが明

らかになったため、　これらの2種を全量メタ

ノール抽出し、　濃縮乾固した後、　水一クロロ

ホルムで分配を行った。　これらの水層および

クロロホルム層は、濃縮して標準溶’液とした

後アッセイに供した。

（アッセイ）

　　1・発芽阻害試験　　　∴上記の標準サ

ンプル100μ1を直径2cmの濾紙3枚に
滴下して風乾したのち管ビンに入れ、　1mI

の蒸留水を加えて発芽し始めた食用ピエの種
　　　　　　　　べ7粒を入れた。　25’C，　明所に3目放置した

後発芽率を測定した。Fig．1に3種の地衣類A

　B，Cの抽出物の阻害活性を示す。

　2・微生物発育阻害アッセイ　　上記のサ

ンプルの標準溶液50μ1を直径5mmのべ
一パーディスクに滴下して風乾しBaciHus

subtilisおよびGliocladiu四virensをスプレ

ー したプレート上にこのディスクを置いた。

30’C，暗所に1－3日放置後阻止円の大き
さを測定した。

（精製）　　最も強い活性を示した地衣類の

クロロホルム抽出物を、上述のアッセイを指

標にシリカゲルカラムクロマトグラフィー

（酢酸エチルーヘキサン＝3：7）で2度精

製し、　強wいUV吸収を持っTLC的にほぼ単一

な活性画分を得た。　この画分を酢酸エチルー

ヘキサンから再結し、無色針状結晶35mg
を得た。　この物質の0．2％水溶液は食用ビエ

の発芽を阻害するが、　発芽した芽生えの生育

は阻害しない。　この物質については各種スベ

クトルを測定し、構造の検討を行っている。

比較的弱い活性を示した抽出物B－1の成分

についても述べる。

工
山
ひ
ロ
Φ
一
毎
☆
句
目
栢
〔

’“

2
C

1　●　chlorofom　phase
2　－　wateピ　pha昆竺
Cont．　一　ロ1et二hano1

　　　　　　　　　　　Fi9。1
　　　　　　　　　　　Seed　ger頁）ina－
　　　　　　　　　　　tion　a8say　of
　　　　　　　　　　　lichen　ext工acヒ
A－1　A－2　B－1　B－2　C’1　C－2　Cont．
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7
ASTUDY　ON　TIIE　MICROCL　IMATE　IN　MOSSY　AREA　OF　K　ING　GEORGE　ISLAND（ANTARCTIC）

Hongzhou　L　i　and　J　ingJun　J　i

Institute　of　Atmospheric　Physics，　Academia　S　inica

p．0，Box　2718，　Beijing　100080，　China

Xuedong　L　i

Department　of　Biology，　Beijing　Teachers　College　Division

No．18　Bai　Guang　Road，　Beijing　100053，　China

ABSTRACT．　The　study　on　the　Antarct　ic　moss　microc　l　i　mate　　is　a　part　　of　the

皿oss　　research　　program　　of　the　　Ch　i　nese　f　i　fth　　Antarct　ic　exped　ition．　The

micrometeoro　log　ica　l　data　in　the　surface　bundary　layer　of　a　mossy　area　were

observed　from　nearby　　600　　meters　on　the　　south－eastern　　s　ide　of　the　Great

Wall　Station　in　the　Fildes　Peninsula　of　the　King　George　Island　　six　　times

per　day　during　Feb．，　2－一］．O，　1989．　We　defined　　five　levels　for　observation

i．e．　A：　10　cent　i　meters　dePth　under　the　mossy　　area；　B：　moss　　　surface　（O

cent　imeter　height）；　C；　1　centimeter　he　ight；　D：　50　　cent　imeters　　he　ight；　E‡

150　　centimeters　　he　ight．　By　　ana　lyz　ing　the　data　set　　t冒o　points　were　found

as　follows：　1．．The　d　iurnal　var　iation　of　temperature　in　the　surface　boundary

layer　of　mossy　area　　is　decreasing　rapidly　with　altitude　　especially　during

the　c　lear　days．　2．　The　　d　i　fference　　between　　the　　day　　t　i血e　　mean　　surface

temperature　and　　mean　　surface　　a　i　r　　temperature　in　the　mossy　area　is　　much

smaller　　than　　in　the　Greaし　Wa　l　l　Staヒion　　dur　ing　the　　clear　　days，　that　may

have　　an　　hnportant　　effect　　on　　the　　皿icroclimat三c　　features．
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8
CLASS工F工CAT工ON　OF　THE　VEGE「PAT工OE「TYPES　工N
K工NG　GEORGE　工SLAND，　ANTARCTIC

Xue－Dong　Li，　Fu－Dong　Chen　and　Hong　Cherl

Departmen七　　〇f　Biology，　Beiゴing　「Peachers
Guang　Road　Beiコinq　100053，　China

THE　F］二LDES　PEN工NSULA，

Colleqe　Division，18　Bai

　　The　vegeta七ion　in　the　Fildes　Peninsula，　　Bar七〇n　Peninsula，　King

George　工sland，　Erelson　工sland，　Ardley　工sland　and　other　七wo　small

islands　was　inves七igated　last　season　｛1988－1989）．

　　Two　　si七es　　were　　selec七ed　　in　　which　　most　　◎f　　七he　　Principal

vegeta七ion　types　of　七he　s七udy　areas　were　represented．　　Percentaqe

cover　of　all　species　was　recorded．　in　quadra七es　of　two　sizes　（20cm

x　20cm　and　50cm　x　50cm）　a七　七he　most　of　the　150　sampling　poin七s．

　　The　　veqe七a七ion　七ypes　seen　in　this　study　areas　were　　classified

into　　2　　forma七ions　　which　included　abou七　　13　　sub－forma七ions　　45

associations　　and　many　sociations，　　some　communities　　were　　newly

recorded　in　this　study．

　　The　Dis七ribution　of　Staple　Vegetation　type　in　every　study　areas

have　been　drawn　up．

　　The　　dyirlg　moss　under　the　qrowing　plant　can　be　used　t二〇　　explain

the　variou5　changes　of　the　veqetation．
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9
CLASS工F工CA田工ON　　AND　D工STR工BUT工ON　OF　THE　BRYOPHYTES　工N　THE　　F工LDES
pEN工NSULA，　K工NG　GEORGE　工SLAND，　ANTARCT工C

Fu－Dong　Chen，　Xue－Dong　Li　and　Hong　Chen

Department　of　Bioloqy，　Beiコinq　Teachers　College　Division，　18　Bai
Guang　Road　Beij　ing　100053，　China

　　During　the　su㎜er　season　from　Nov．1988　to・Mar．1989，　we　investi－

qated　　the　　七errestrial　　Plant　especially　the　bryophy七es　　in　　七he

Fildes　Peninsula，　　Barton　Peninsula，　　King　George　工sland，　　Nelson

エsland，　Ardley　工sland　and　other　two　small　工slands．

　　　工n　the　bryophy七e　specimens，　about　67　species　of　moss　belonginq

to　29　genera，　　13　families　and　l　l　species　of　liverworts　belonginq

to　7　qenera，　　5　families　have　been　iden七ified．　Only　6　species　of

moss　and　l　liverwor七s　weエe　discovered　with　capsules．

　　　The　dispersion　maps　of　every　species　of　bryophy七e　and　七he　herb

have　been　drawn　up．　　Usually　some　different　species　of　　bryophyte

can　be　growed　in　the　same　area，　　but　some　others　are　not．　This　is

decided　　by　　their　habita七　form．　　The　bryophytes　growing　　on　　the

fildes　　Peninsula　　can　be　divided　in七〇　3　kinds　of　　habitat　　form，

Petrophytia　form，　　Geophytia　form，　Helodia　form，　also　can　be　used

七heir　　qrowing　　form　to　classified　into　about　10　kinds　　of　　life－

forms．

　　　Most　　of　　the　　bryophy七es　　in　七his　study　　are　　distributed　　in

Southern　Part　of　七he　ear七h　such　as　Am6，　Af4，　Austrl．2，　An七．
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10

NUTRIENT　　LIMITATIONS　　TO　　BRYOPHYTE　　CO2－EXCHANGE　　ON　　A

SUB－ANTARCTIC　ISLAND

V　R　Smith，　Department　of　Botany　and　Geneties，　University　of　the　O．F．S．，

Bloemfontein　9300，　South　Afriea

The　Marion　Island　（470S，　380E）　nora　is　dominated　by　bryophytes　（at　least

108　species，　compared　with　23　indigenous　vascular　species）　a皿d　a　substan－

tial　proportion　of　the　annual　primary　produetion　of　the　island’s　vegetation

is　due　to　bryomass　production．　With　a　few　exeeptions，　the　bryophytes　spe－

cies　occupy　habitats　which　are　exeeptionally　nutrient　poor．　　Annual　inputs

of　N，　P　and　K　are　very　low　and　aceount　for　a　small　fraetion　of　the　quan－

tities　taken　up　into　the　bryomass　annually．　　This　suggests　that　bryophyte

primary　production　on　the　island　might　be　nutrient－1imited．　　In　this　paper

I　deseribe　the　short－　（days）　and　longterm　（months）　effeets　of　adding　NH4－N，

NO2－N，　P　and　K，　singly　and　in　vaPious　eombinations，　on　photosynthesis　and

respiration　of　some　bryophyte　speeies　eonsidered　to　be　representative　of

the　main　morphologieal　and　habitat　lltypesn　found　on　the　island．
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SCENARIO　FOR　A　SUB－ANTARCTIC　ISLAND　ECOSYSTEM　UNDER　A　CHANGING

CLIMATIC　REGIME．

V　R　Smith　and　Marianna　Steenkamp，　Department　of　Botany　and　Geneties，

University　of　the　O．F．S．，　Bloemfontein　9300，　South　Africa．

In　common　with　observations　from　other　islands　of　the　Southem　Ocean，　mean

annual　air　temperature　on　Marion　Island　（470S，38°E）has　inereased　markedly

since　　the　　late　　1960’s．　　　The　　inerease，　thought　　to　　be　　a　　result　　of　　the

l‘ greenhouse　effeet1’，　appears　to　be　eontinuing．　　Its　pattem　and　magnitude，

and　those　of　other　climatiと　factors　on　the　island，　are　deseribed　in　this

paper．　　Possible　implications　for　ecosystem　strueture　and　fmction　are　pre－

sented．　　These　include　plant／vegetation　responses　to　increased　temperature

and　atmospheric　CO2　eoneentration，　the　effect　of　alleviated　temperature

stress　on　the　island’s　feral　house　mouse　popu】且tion　and　the　consequences

for　nutrient　cycling　Phenomena・
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12
南極及びパタゴニア産ナンキョクブナ属材化石

A　 synopsis　of　±LΩ＿］ニユL旦＿」－
　　　　Anterctica　and　Patagonia．

from

　　　　　大沢　毅守　・　西田　誠　 （千葉大・理）

T．　Ohsawa，　M．　Nishida（Chiba　Univ．　）

　　The　flora　of　the　petrified　wood　from　the　Upper　Cretaceous　and　Tertiary　of
Antarctica　closely　related　with　that　of　Patagonia．　About　a　dozen　species　of
Nothofagoxylon　（petrified　wood　of　Nothofagus，　Fagaceae｝　are　reported　from　southern
South　America　and　Antarctica．　Five　of　them　are　known　from　both　locations．　Of　these，
N．scalariforme　and　N．kraeuseri　show　very　primitive　characters　and　are　considered　to
be　the　ancestral　forπ）s　of　evergreen　and　deciduous　species　in　South　America
respectively．　Derived　forms　are　known　from　northern　area．　So　Nothofagus　originated
in　southern　areas，　Antarctica，　　and　d工spersed　to　the　north　　acquiring　derived
characters．

　ナンキョクブナ属（一）は、ブナ科
のブナ亜科に分類されている、落葉または常緑

の木本植物で、約36種が知られ、南米南部・
ニュージーランド・オーストラリア東部・タス

マニアなどの温帯林及び、ニューギニア・ニュ
ー カレドニアの山岳地多雨林に分布している。

他のブナ科の各属が北半球に偏って分布してい

るのに対して、ナンキョクブナ属は南半球に限
られていること、　またその分布が南半球におけ

る他の多くの植物や動物の一般的な分布パター
ンと類似していることから、　ナンキョクブナ属

の起源とその発祥地及びその分散の過程にっい
て多くの生物学者が関心をもち、　きわめて多く

の植物地理学的考察に関する論文が書かれてい

る。前々会のシンポジウムで我々は、南部パタ

ゴニアと南極半島の材化石フロラの類似を指摘

し、　ナンキョクブナ属の材化石（Nothoaox　1
里1）のうちのいくっかの種（Nn．scalarifo抽e，

Nn，ohzuanum，　Nn，antarcticu順，　　Laurinox　ユon

un’ seriat胴）がパタゴニアと南極の両方から産

出していることを述べた。・その後南極の材化石

に関する論文が何編か出され、　南極とパタゴニ

アの材化石フロラの比較にいくっかの新しいデ

ー タが加わっている。

　Carlquist（1987）は、南極の01iver　Bluffs

のPlioceneの氷床から、ナンキョクブナの材
化石を報告している。この化石は、導管の穿孔
がすべて単穿孔（siple　perforation　plate）で

あり、　intervessel　pittingおよびray－vesse

lpitsがほぼ全て階紋（sclarifor凪）であるこ
とから、　60than（1908）が、　南極半島先端南の

Say田our島の上部白亜系から記載したNn．sca1

←と同種であると思われる。Nn．sca　恒
血は、　パタゴニア南部の01igo－Hioceneか
らも見つかっている種類で、　その形態的特徴が

現生の　Ns．betuloidesと類似しているが、そ

の原始的特徴から南米に分布する常緑の種の共

通の祖先型ではないかと考えられ、一方では直
接Ns．betuloidesに、　また一方ではNn．antarc

ticu腺を経て一と⊂に分’化
したと思われる。　これらの化石の記録から、南

米の常緑性の種の祖先の分布の中心は、現在の
それらの分布よりだいぶ南にあったと思われる。
　Torres　and　Le皿oigne（1987）　↓ま　　King　Jorge

島から、一と一を記載した。一　は放射組織がおお
むね2列であり、intervessel　pittln5とr訂
一 vessel　pits　はしばしば階紋状になり、時折

階紋穿孔をもっという特徴を示す。これらの特
徴はNn．kraeuseriと全く同じであり両者のは．

っきりした違いは柔組織中の結晶の有無のみで
ある。　しかし我々は、Nn．kraeuseriの各地の標

本を観察した結果、結晶をもっものともたない
ものがあり、その両者の他の形質の変異の幅は

全く重なっており結晶の有無だけでは、別種に
できないという結論に達している。　したがって

Nn．　leo　au　は一ゴのsynony回
とするのが適当であると考える。・一
辿は、これらから階紋穿孔を失って派生して
きたものであろう。

　Nn．kraeuseriは、階紋穿孔、階紋状の　int

ervessel　pittin9とray　vessel　pitsなどあ
らゆる原始的な形質を示しており落葉性のナン

キョクブナのもとになった種であると思われる．

Nn．kraeuseriの分布範囲はおよそ南緯45度
から65度までで、　その北方43度から30度
にかけて．いくつかのミナミブナの材化石が知ら

れるが、　いずれも派生的であり、　またそれぞれ

がきわめて特殊化した形質を有している．化石
の記録からは常緑と落葉のいずれの系統もより
原始的な形質を示す種が、　より南方に分布して

いる。この事からミナミブナ属の起源は南米に
おいてはより南方であり、　より派生的な形質を

獲得しながら北上していったと考えられる。
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富士山の高山帯における多年生草本植物群落の構造と遷移

Structure　and　succession　of　alpine　Perennial　co■■unity　（ρ01γぷroη〃ロノ　on　Ht．Fuji．

増沢　武弘（静岡大・理・生物） 鈴木　準一郎（静岡大・理・生物）

T．HASUZAWA　（Shizuoka　Univ．）　and　J．SUZUKI　（Shizuoka　Univ．）

　Successional　process　fro■　herbaceous　perennial　　to　旬oody　plant　co皿■unity　　uas　investigated

at　the　alpine　zone　of　Ht．Fuji．　Study　site　is　located　　at　the　tiロberline　　of　south－east　slope

where　is　巴ainly　covered　by　various　types　of　飽1」惚oηロ虜cロsρf｛台tロ8　patch．These　patches　　Played

a　significant　role　in　the　s山ccessional　process　on　the　alpine　zone．

The　bio田ass　of　large，皿iddle　and　sロall　patch　was　3400，970　and　120　g／m2　respectively．　But

the　dead　center　developed　in　the　center　of　large　　and　old　patches．　The　seedlings　of　invading

species　could　gro旬　in　the　dead　center　of　ユarge　patch¢s．

　富士山の森林限界は平均して標高約2、500ロ

に位置し、高山帯に属している。そのうち南

東斜面の森林限界付近は安定した極相群落で

はなく、現在なお遷移が進行している状態で

ある。富士山の宝永火口付近からその下方の

南東斜面はこの不安定な状態であり、高山性

の多年生草本群落が広く分布している。この

ような立地では遷移が草本植物群落から木本

植物群落へと移行する過程で多年生草本植物

群落が重要な役割を果たしている。すなわち

ほとんどの場合、高山草原から森林への移行

はイタドリなどの群落（パッチ）内に木本植物の

稚樹が侵入することによって始まる。従って

ここでは、イタドリのパッチが、木本植物が

定着する過程で重要な”場”を提供している

ものと仮定．し、調査を試みた。　【方法】調査

地は、富士山の南東面の宝永山第二火口斜面

で、標高2、400坦の位置にある。この斜面には

イタドリとオンタデが優占していて、木本植

物の稚樹はわずかに存在するのみである。こ

こに50■×50■の方形区を設置した。この他

に代表的な大・中・小型のパッチを選定し、

これらについて構造（シュートの数、密度、

現存量他）を詳しく調査した。　【結果】イタ

ドリは栄養繁殖によりパッチを形成する。方

形区内には65個のパッチが存在した。このう

ち、　1～5m2の面積を持っパッチが約50％

を占め、最大は65m2のパッチが存在した。

総パッチ面積は370m2で被度は約15％であ

った．大・中・小の各パッチともにシュート

ではD2　Hと乾重量の間に高い相関関係があ

ったため、この関係から各パッチの現存量を

推定した結果、各々約3、400g，970g，120g！

m2であった．

　イタドリはシュートを中心部から周辺に放

射状に広げてパッチを形成する。大型のパッ

チに生長すると、中心部の現存量は減少し、

そこに他種が侵入する。調査区内の大パッチ

に侵入した個体は、フジハタザオ、イワオウ

ギ、ヤハズヒゴタイなどであった。大型パッ

チにおける地下茎の呼吸速度は、中心部（デ

ッドセレター）に近い部分ほど、減少してい

ることが分かった。調査区内で・最大に生長し

たパッチでは、他種の侵入がみられる申心部

の広さが拡大し、部分的には小パッチに分割

された状態となっていた．

　上記の各パッチの構造の違いから、イタド

リのパッチの生長過程を推定し、土壌の富栄

養化との関連から、高山帯での植物群落の遷

移の進行にっいて検討した。
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カナダ極地域の植生一Cornwallis　Islandにおける事例
　Vegetation　of　arctic　Canada　with　special　reference　to　the　vegetation　of　Cornwa1Us　Island

小島　覚　（富山大学）

S・Kojima（Toyama　University〕

Vegetation　of　Cornwa皿is　Island，　NWT．，　Canada，　which　represented　phytogeocoenoses　of　the　high
arctic　〔sensu　Polunin〕or　polar　desert〔sensu　BUss）environment，　was　studied．　Atotal　of　50　plots

were　established　to　represent　the　vegetation．　Based　on　them　　seven　vegetation　types　were
distinguished：　　1．　Saxifraga　caespitosa－Poa　type，　2．　Saxifraga　oppositifolia－ThamnoUa　type，
3．Saxifraga　oppositifoha－　Festuca　type，4．　Saxifraga　oppositifoUa－Dryas　typθ，　5．　Saxifraga
oppositifoUa－Salix　type．6．　Dupontia－Alopeculus　type，　and　7．　Carex　type．　These　types　seemed
to　have　　differentiated　　on　the　basis　of　soU　moistuτe　and　coarseness　of　substrates．　Availabihty
of　nutrients　especiaUy　of　nitrogen　appeared　to　be　considerably　affecting　the　differentiation　whUe
excessive　supPly　of　basic　cations　du8　to】㎞6stone　parent　materia工and　small　amount　of　precipitation
seemed　also　to　be　an　important　factor　to　determine　the　vegetaUon　establishment．

　北米大陸北部，北極海沿岸部から北極島喚

群一帯にかけて広範囲に極地バイオーム（arc

tic　bio日e）が発達している．その生態区分に

関してはPolunin〔1951），　Aleksandrova（19

71），81iss（1977）、　Zoltai（1977）などよる

ものがある．Po団ninは植被率に基づく景観
の違いから極地域をhioh　arctic，■id－arc－

tic，｜“arcticに分けた．Zoltaiはほぽこ

の区分を踏襲しているが，81issは極地域を
hioh　arcticとlow　arcticに分け，hioh　arc

ticをさらに植被率の違いからpolar　desert
POIar　Se■i－deSe「t，　CO●pleX　O「　Sedge　口ead

ows　and　polar　se薗トdesertに区分した．

　カナダ北部，北極島嬢群のほぼ中央に位置

するCornwallis　Island　には　high　arcticま

たはpolar－desertの典型的な植生が認められ

る．多くの場合植被率は10駕以下で裸地が広

がる．伺島南西部において植生調査を行った．

繋謄㌶漂㌫農二芦苦声
た．50個のプロットの種組成に基づき植生分　；認漂胃・：°e●1↑砲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pロ戸ver』pponIc㎝
類を行い．7つの植生型を識別した（付表）．9鵠C・㌫1；『・・II

　これらの植生型はいずれも基本的に均質な　 ξ蒜：1㌫岳：両1°nvm

気候および地質のもとに発達しており，標高　㍍㌫3ごよ慌㍑㌃11°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドゆエ　むロカリドれの　けエきさ
差もきわめて小さい．したがってその分化成　 認㌫悟8：‘「。1‘°

立には気候．地質以外の要因が側与している　：蒜篇。°㌫賠11

ものと思われたが，立地条件から土壌水分お　 驚C㌫τ蓋儒蔦，

よび土壌の石礫度が植生分化の決定要因と考　 ；濃言も鵠㌃’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dvpon，lo　f1蜘■‘
えられた・すなわち植生型2・3は乾性地に，㌫霊二『こご⑭‘

4．5は適潤地に，さらに6ジIZは水位が地　c。，。．、†。．、

表にまで達する湿潤地に成立しでおり．さら　鍛沈雲朧r°c問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Erl叩㎞ωm加gv51i‘olbm
に石礫度に関して1．2，4は礫質地に．3．　言韻㌫鷺溜：弘，um

5．7は細密な土壌に成立．6には明瞭な傾　 A．．，㎎．輪。‘．。、wb，51－cl．，

向が認められなかった．

　Comwallis　lsland南西部は一様に石灰岩
に覆われ，また極度に寒冷乾燥した気候のた

め，土壌母材の化学的風化および土壌の溶脱

が進みにく，そのため土壌の塩基性（base

status》がきわめて高い．近隣地域の土壌分

析の結果（Barrett　1973．　Hoo＆Zoltai　197

7｝から，土壌PHは普通7．0を超え．　8．5にも

達する。また塩基飽和度も常に100Xを超える、

寒冷な気候のため生物活動が緩慢で土壌中の
窒素量は少ない．以上のことから，｝ligh　arc

ticにおける極度に植被率の低い植生は，必
ずしも寒冷な気候によるものだけではなく，

土壌水分の不足，塩基性イオンの過剰，およ

び有効態窒素の不足なども制限要囚となって

成立しているものと思われた．

SYNOPTIC　CONS†ANCY　TABLE　OF　VASCULAR　FLORA

　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7

N零8　7　5　q　6　8　7
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I

i
1
1
1
1

『‖1

il等1

：』il

i，！

11　　11

　111

回図

飽iば
　　　｝￥
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THE　VEGETATION　OF　A　SEVERE・POLAR　DESERT　ENV工RON冊ヨNT　AT

SVERDRUP　PASS，　CENTRAL　ELLESMERE　工SLAND，　CANADIAN　H工GH

ARCT工C

Paul　F．　MAYCOCK

Department　of　Botany，　Erindale　College．　Universi七y　of

Toronto，　Mi5si58auga．　Ontario，　CANADA　　L5L　lC6

　　　　　百e　veσetation　of　severe　polar　regions　is　decidedly

sparse　and　depauperate：　　工n　High　Arctic　regions　certain

vegetation　types，　for　example，　sedge　meadow5　and　mesic　heath

七undra．　5eetn　quite　produc七ive，　but　vast　areas　appear　a5

polar　desert，　devoid　not　only　of　vegetation　but　plant5　as

welL　　Such　an　area，　including　apparently　l　ifele58　rocky

calcareou5　cliff5，　slope3　and　screes，　wa5　5tudied

quantitatively　in　Sverdrup　Pass，　Central　Elle5mere　I51and，

in　the　Canadian　High　Arctic（79°101　N，79°451　W）600㎞from

the　North　Pole．　Stands　were　c　l　osely　examined　for　the

presence　of　lichens，　mosses　and　va5cular　plan七s　as　well　as

vegetation　co㎜unities．　The　compo5ition　and　the

successional　tendencies　in　these　co㎜unities　were　evaluated

usirlg　ordinational　techniques．　The　finding3　in　these

sy5tem5，　which　are　often　overlooked　or　avoided　by　arctic

ecologists　because　of　barreness，　are　of　particular　intere5t

to　ar℃tic　ecology．
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SCANN工NG　ELECTRONM工CROsCOPY　OF　COLONIZ工NG　ROCK　SURPACES

FAR　NORTH．　CANADA

工NTHE

Dianne　FAHSELT

Department　of　Plant　Science5，　University　of　We5tern　Ontario，

London，　Ontario，　CANADA　N6A　5B7

　　　　　At　northem　latitudes　lichens　often　cons七itute　a　high

proportion　of　the　bioma55　in　an　ecosystem，　yet　relatively

little　i3　known　about　some　detai150f　lichen　biology．　There

is　scant　informa七ion　on　reproductive　mode5　and　the　nature　of

available　diaspores　in　na七ural　habitat5．　T｝、e　present　paper

discu55es　scanning　electronmicroscopy　of　natural　bare　rock

substrates　in　the　ablation　zone　of　a　valley　qlacier　in
E11・・m・r・1・1・nd，　N。rthw・・t　T・rrit。ri・・，‘ C・n・d・，・pri頑W

bare　area　of　known　age　in　which　nearly　all　of　the　invading

species　are　lichens．　　Rock　samples　were　mounted　on　alumin㎜

plug5．　coated　w亘th　gold　and　examined　under　an工S工micro3cope

for　propaqules　and　developing　hyphae．　The　expanse　of

available　su1）strate　wa5　vast，　and　many　sample5　contained　no

biological　entities．　The　most　frequenUy　encountered

propagules　were　spores，50me　with　associated　hyphae．　There

were　no　thallus　fragments　or　isidia　recognizable　in　our

samples　and　few　structures　which　appeared　to　be　soredia．

Young　hyphae　on　rock　surfaces　were　observed　di5a5sociated
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
from　cell　ma8ses　that　could　have　served　as　vegetati∨e

dis3eminules．　While　at　least　eight　morphologically

different　kinds　of　5pores　were　seen　it　wa3　usually　not

possible　to　relate　them　to　particular　lichen8　nor　could

hyphal　masses　be　recognized　as　early　stages　of　any　given

species．　Both　spores　and　hyphae　were　u3ually　found　in

micro5copic　recesses　or　depre55ions．
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カナダ北極圏におけるcopepod　fauna　について

On　the　copepod　fauna　in　Arctic　Canada

菊地義昭（茨城大・理・臨湖）

Y．　KIKUCHI（IBARAKI　UNIV．）

In　July－August　1980，　I　had　carried　out　a　faunistic　suryey　of　　copepod　　at　two

locarities，　Takutoyaktuk（69　・　26’　N，133　°　03’W）　and　　Inuvik（68　・　22’　N，133　◆

45’W）　within　the　Arctic　Circles　of　the　Hackenzie　Delta　area，　nothern　Canada．

Collection　　were　made　using　a　hand－held　dipnet，　胃hose　mesh　was　of　grade　NXX13

（P《）re　　size　　96　μm），　among　　Plant　in　shallow　ponds　and／or　by　wahing　sphagnu血

covered　　ground　at　a　trough．　As　a　result，　I　had　the　　collections　of　5　species

in　Ilarpacticoida，　2　species　in　Calanoida　and　3　species　in　Cyclopoida．

　198G年7月から8月にかけて、．北大低温科

学研究所による第3次永久凍土学術調査隊の

一 員として、カナダ北極圏マッケンジーデル

タ域の中型土壌動物の調査をおこなった。そ

の時に氷河によるツンドラ湖沼群やピンゴの

頂上池そして構造土（ポリゴン）によるクラ

ック内の水中に生息するカイアシ類をあわせ

て採集したので報告する。

　採集場所はタクトヤクターク（N69◆26

W133’03’ ）とイヌビック（N　68°22’

W133’45’ ）周辺の深さが約30cmの池であ

る。採集方法は、柄付きのプラントンネット

を用いて池の沿岸部をすくう方法で行なった

Bae師ann　funne1で水棲の土壌動物である

Nematoda，　Bdelloida，　Tardigradaなどを抽

出したが、稀にソコミジンコやケンミジンコ

が含まれていた。

　特徴的な場所としては、地質学的にみて

100万年ぐらいでできるといわれるピンゴの

頂上にある池で、卵を持ったCyclopoidaと

Harpacticoidaがいたことが特筆に値する。

このピンゴは工byuk　Pingoといい、タクトヤ

クタークでは高さ48mの最大のものである。

融解深（Ac“ve　layer　depth）は約30cmで、

内部は、永久凍土である。イヌビックでは、

成因は不明であるが草地に直径が約1．5mの凹

地があリ、そこには水苔がクッション状に繁

茂していた。採取した水苔をバットの中で水

洗いし、ミュラーガーゼ（Hesh　No．　XX13）で

作った小さな筋で洗い水をこして検鏡した。

　その外に、ハンノキやカバノキの下の落葉

を採取し、washing法（Kikuchi，1984）によ

リ陸生ソコミジンコの抽出を試みたが、見い

だせなかった。また、氷の塊を溶かして，そ

の水を精査したが、水ダニの死骸の礎で、ソ

コミジンコ類は見い出せなかった。

　採集した結果は次のとうりである。

Harpacticoida　1科3属5種
　　Canthocamptidae

　　　魁一」」
　　　Br　ocam　　us　arctlcus

Br　ocam　　us　hutchinsoni

』旦　affinis

O｛oraria　duthiei

Calanoida
　　Temoridae

　　旦一⊆型｝
　　Diaptomidae

　　　←…－Cyclopoida
　　Cyclopidae

　　』←
　　』vernalis
　　幽皿旦9旦旦

2科2属2種

1科1属3種
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南極産のクマムシ類 II

Antarctic　tardigrades　Ii．

K．UTSUGI

宇津木和夫（東京女子医大・生物）・大山佳邦（極地研）

（Tokyo縛o曽en’sHedicalCollege｝・Y．　OHYAMA（NIPR）

　15sa自Ples。f．。sses。r　algae，　c・llected　fr。胎Holodezhnaya己nd　Ht．Riiser－L8rsen。f　Antarctica

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ。n　l988胃ere　exa田ined．　After　separatiρn　fr。日sa・ples，　tardi8rades曽ere　treated　at　60　C・n　slide

and　しhen　ロounted　in　C凹拍一ehloral　for　鎗icroscopic　observation．　Froロ　811　0f　the　sa臼ples，　8　species

．ere　f。und．5species　e。ntain逗Echiniseus㎏幽．　Hacr。bi。tus　har簡s冤・rthi、　c。r。natus，

llyp・ibi・s・・ctieus．←chil・・e・si…d」L←…ef。凹nd　i・b・th　areas・幽

・・しar・ticus・・d　Hil・esi・・幽・e・e　f…d・・ly　i・H。1・d・・h・ay・・」〔・・r・cenus

層8s　restrictedly　f。und　in　HLRiiser－Larsen．

　前回（第10回極域生物シンポジウム，1987）は、主に昭和

基地周辺で、1975年から1985年にわたって採集されたコケ

煩、地衣類、ソウ類についてクマムシの生息を調べて、5種

類（異クマムシ目1種・真クマムシ目4種）を報告した。

今回は1988年2月に第28次南極観鴻隊として、昭和基地の

東方約300K田のマラジョージナヤと同じく東方約550K簡の

リーセル・ラルセン山麓で採集したソウ類またはコケ類

にっいて調べた。「方法］試科は、マラジョージナヤの4

地点から7試料、リーセル・ラルセンの3地点から8試

料が得られた。これらは採集後、冷凍保存し、検査時に

はそれぞれの試料の一部を融解し、少量の水に入れ、数

時間後に容器底からクマムシを採取した．集めたクマム

シはスライドグラス上で約60°C，数秒間処理した後、ガム

クロラールで封入し、顕微鏡観察に供した。

「結果1上記両地域の合計15試料のすべてにクマムシの

生息が認められた。同定できたクマムシは8種類である

が、そのうち5種類は両地域にみられ、2種類は数少い

が、マラジョージナヤで、他の1種類はリーセル・ラル

セン山麓で見いだされた。地域別の分布は右表の通りで

ある．

　これちのクマムシ類の形態的特徴と、分布上の相違を

昭和基地周辺のそれと比較して考察する。

Disしribution　of　Tardigrades　｛n　Antarctica

Tardigradcs Holodezhnaya　Ht．RIiser－Larsen

Echiniscus－

　　　　　　　一

旦｝旦｝
‖．　　　　　　　antarctiCUS

旦．　　　←

O

O
O
O○
○
○

O

○

○

○
○
○
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　　　　Antarcticola虻ユの耐寒性
Cold　hardiness　of　Antarcticola型皇XS直　《Cryptostigmata｝

　菅原裕規く北大・環境）　丹野皓三（北大・低温研）　大山佳邦（極地研）　福田弘巳（北大・環境）

H．　SUGAWARA（Envir．　Sci．，　Hokkaido　Univ．｝，　K．　TANNO（Low　Temp．　Sci．，　Hokkaido　Univ．｝
　　Y．　OHYAMA（Natl．　工nst．　Pola　Res．l　and　H．　FUKUDA（Envir．　Sci．，　Hokkaido　Univ．｝

The　cold　hardiness　of　terrestrial　mite　Antarcticola　巴皇X皇⊆主was　inves七igated　by　using
七he　individulas　which　were　collected　on　七he　base　of　Mt．　Riiser－Larsen，　East
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　mean　supercooling　pointsAntarctica，　and　cultured　for　two　mon七hs　in　laboratory．
of　nymphs　and　adults　were　－21．20C　and　－19．60C，　respectively，　under　the　presence　of
gut　contents；　however，　the　evacuation　lowered　those　poin七s　to　－29．OoC　in　nymphs　and
－ 28．80C　in　adults．　　This　suggests　that　the　nymphs　and　adults　should　empヒy　their　guヒ

for　overwinterinq；　otherwise，　the　gut　contents　may　induce　the　ice　nucleation　which
is　lethal　for　七his　mite　species．　　The　supercooling　points　of　la虻vae　エanged　from　－
29．70C　ヒo　－35．30C，　because　the　exヒent　of　the　low　ヒemperature　acclimaヒion
蒜：d：鵠ぎ。二ffected　the’「c°1d　ha「d’ness’An　eg’sh°wed　the　1°west　supe「c°°1’ng

　Antarcticoh腿旦は南極固有属・固有種である．

本種の分布は大陸性南極の東南極に限られており，マラ

ジョージナヤ露岩域とプリンスチャールズ山脈の内陸露

岩域からの採集報告はあったが，現在まで，生理・生態

学的調査は全く行われていなかった．大山と菅原は第28

次南極地域観測隊員として昭和基地で越冬した際に．新

たにラングボブデの雪烏沢とアムンゼン湾のリーセル・

ラルセン山域の2露岩域で本種を採集した．リーセル・

ラルセン山域からは，本種を生きたまま．多数持ち帰るこ

とができた．一般的に夏季に採集されたダニ類では耐寒

性が低下することが知られているが，演者らは，夏季採

集の本種が胃内容物の有無や低温馴化によって，耐寒性

をどのように変化させるかを，実験的に過冷却点を測定

して調べたので，結果を報告する．

【材料と方法】実験｛固体はリーセル・ラルセン山の山麓

に形成された構造上地域より採集された，構造土の内部

には細砂が堆積し，その上に握り拳ほどの大きさをした

多数の小石が髭類に取り囲まれるかたちで散在していた．

L巫迎はこれら小石下面のくぼみに菓合を作ってい

たので，L虻が付着していた小石を採取しそのま

まの状態で日本に持ち“った．実験室にて小石より採集

した生存個体を，＋5℃，絶食（ただし，水分は与える）

条1牛で約2ヶ月間飼育したのちに，次の①から⑤までの

5条件で過冷却点を測定した，実験①；絶食条件で飼育

した直後のもの．極地のダニ類は＋5℃では低湿馴化さ

れないといわれている．実験②；絶食後，小石に付着し

ていた地衣類のLccidea　sp．を餌として1週間摂食させ

た胃内容物のあるもの，実験③；摂食後，再び2～3日

間絶食させたもの．実験④；1日に1℃ずっ＋5℃から

一 10℃まで徐ヤに低温馴化させたもの．実験⑤；実験④

から一15℃に下げ，1ヶ月間低温馴化させたもの．

【結果と考察】（1）実験①では，若虫と成虫の平均過

冷却点は，それぞれ一コ0．6℃，－3L3℃となった，　（2）

実験Oにおいて，胃内容物の存在が確認された若虫と成

虫の’1｛均過冷却点は，それぞれ一21．2℃，－19．6℃を示

し，実験①に比べて有意（Pく0．01）な過冷却点の上昇

がみられた．一方，胃内容物が確認されなかった若虫は

25個体中11個休であったが，その平均過冷却点は一26．2

℃であった．（3）実験③では，若虫・成虫ともに，胃

内容物の排泄がはやく，若虫で7％（3個体），成虫で

は28％（5個休）の個体しか胃内容物を持っていなかっ

た．胃内容物をもたない若虫と成虫の平均過冷却点は，

実験②の胃内容物をもっている場合に比べて急激で有意

（P〈o．1｝Dな低下を示し，若虫で一29．o℃，成虫では

一 28．8℃となった．　（4）卵，若虫，成虫における，実

験④，⑤の低温馴化による過冷却点の有意な低下は認め

られなかった．しかし，幼虫では，実験①から実験④を

経て，さらに実験⑤への低温馴化によって，平均過冷却

点は一28、0℃から一32．9℃へと有意（p〈0．01）な低下

を示し，この低温馴化後には，過冷却点の範囲が一29．7

℃から一35．コ℃にまで及んだ，　（5）他の発育ステージ

に比べて，卵が最も低い平均過冷却点を示し，実験①で

一 33．4℃，低温馴化後の実験④では一35．5℃であった．

また，低温馴化後に一コ8．8℃の最低の過冷却点を示す卵

もみられた．以上のことから，胃内容物中には氷晶核と

してはたらく物買が存在しているために，L⊇は

秋季に低温に曝されるにっれて摂食を休止し，排泄によ

って胃を空にすることで酎寒性を高めていると考えられ

る．昭和基地で観測された1987年の最低気温は一35．4℃

であった．また，・1957年から1984年にかけての最低気温

をみると一45．3℃を記録している．A占『は，気温

条件に対し生理的にはぎりぎりか，むしろ低い耐寒性し

か有しておらず，その為に低温や乾燥を緩和してくれる

微環境をもっ蘇類や石の下に生息することによって，こ

の極地での生存を可能にしているものと考えられる．
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好冷菌VibrioABE－1株における低温適応
しow　temperature　adaptation　in　a　psychrophilic　bacterium，　Vibrio　sp．　strain　ABE－1

奥山英登志・岡島伸浩・佐々木昭治（北大・理・植物）　東正一・村田紀夫（基生研）

H．Okuyama，　N．Okaj　ima∴S．Sasaki　（Hokkaido　Univ．）　S．Higashi，　N．Murata　（NIBB）

↑he　　molecu】ar　species　of　　phosphaUdylethanolamine　（PE）　was　examined　for　a　psyhroPhi］ic　bacterium，

Vibrio　ABE－1．　　Major　molecular　species　were　16：1（9－cis）／16：1（9－cis），　16：0／16：1（9－cjs），　and　16：0／16：1

（7－cis｝．　The　侃olecular　species　composition　was　significant】y　influenced　by　growth　temperature．　16：1（

9－cis）／16：1（9－cis）　　decreased　at　　20℃、　　On　the　contrary，　16：0／16：1（9－cis）　and　the　molecu】ar　species

containing　　16：1（9－trans）　increased．　　l　t　is　suggested　that　these　changes　in　molecular　specis　compo－

sition　of　phospholipid　play　an　important　part　in　the　maintenance　of　membrane　fluidity．

　Vibrio　ABE－1株は厳冬期のオホーツク海の海水

から分離された、最低、至適、最高生長温度がそれ

ぞれ0℃以下、15℃、20℃にある海洋性の好冷

菌である．

　本菌は0℃においても細胞膜のリン脂質が液晶状

態に保たれることがわかっているが、これは本菌が

リン脂質の主要な脂肪酸としてバルミトレイン酸（

16：1〈9一シス））を持っていることと関連が

深いと考えられている．加えて最近、最高生長温度

付近で培養された細胞がトランス型の不飽和脂肪酸

であるパルミトエライジン酸（16：1（9一トラ

ンス））を持っていることがわかり、本菌の比較的

高い温度での膜流動性の調節に貢献していることが

示唆されている。

　今回は細胞膜の流動性を直接的に規定している膜

リン脂質の分子種組成に及ぼす培養温度の影響に付

いて調べた結果を報告する．【方法】’Vibrio　ABE－1

株を5℃または20℃で培養し、常法に従って全脂

質を抽出した。各リン脂質への分画はシリカゲルー

TLCにより行った。今回は全リン脂質の約76％

を占めるボスファチジルエタノールアミン（PE）

の分子種についてのみ調べた．シリカゲルより抽出

したPEをメタノール／アセトニトリル／100

mM重炭酸アンモニウム（80：20：4）に懸濁

し、軽く超音波処理をしたのちHPL℃に供した．

カラムはODS120T（4．6mm×『25　cm、東
ソー）を用いた。　上記の溶媒を溶出溶媒とし、流

速は11nl／min、　検出は208nmの吸光度を測定

することにより行った、PE分子種の同定はボスフ

ォリパーゼA2を用いグリセロール骨格の脂肪酸

の分布を調ぺることにより、定量はウンデカン酸（1

1：0）を内部標準として、キャピラリーカラムを用

いたガスクロマトグラフィにより行った。【結果と考

察】表1に示す通り本菌PEの主要分子種は16：1

（9一シス）／16：1（9一シス）、16：0／1

6：1（9一シス）、16：0／16：1（7一シス
）であることがわかった、前二者は培養温度の影響を

顕著に受け、20℃において16：1（9一シス）／

16：1（9一シス）は減少し、16：0／16：1
（9一シス）は増加した．また20℃においては16

：1（9一トランス）を持つ分子種が14％に達した

．本菌は培養温度に応じて細胞膜リン脂質の相転移温

度を変えるく5℃培養細胞：2℃、20℃培養細胞：

17℃）が、これは相転位温度の著しく異なるリン脂
　　　　　　ロ
質分子種の組成が合目的的に調節されているためと思

われる。

Table　1．　Effect　of　growthヒemperaヒure　on
molecular　species◎omposiヒion　of典）sphatidy1－

ethan◎1amine　fr㎝Vibrio　ABE－1

Molecular　species　GrowUぴt馴x∋rature，　QC

　sn－1／sn－2　　　　5　　　20

　　16：0／10：0

　　16：0／14：1（7c｝

　　16：0／16：1｛7c｝

　　164《）／16：1（9c｝

　　16：0／16：1（9t）

14：1（7c｝／16：1｛9c｝

16：1‘9c）／16：1（9c｝

16：1（9c）／16：1（9t｝

16：1（9t｝／16：1（9t）

18：1｛11c）／16：1｛9c｝

5
7
1
1
0
T
4
T
O
4

　
　
1
1
　
　
　6

lwヒ審）

T
1
3
2
4
T
2
9
1
7

　
　
1
（
∠
　
　
　
4

T，　Less　than　O．4亀・
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南極におけるセルロース分解活性（予報）
Pr91i●inary　R8port　on　C611ulolytic　Activity　in　th8　Antarctic　Rogion

山本広基’、　大谷修司‥、　達山和紀’、　秋山　優’　（亭島根大　　口極地研）

Hiroki　YAHAHO70°，　Shuji　OHTANI’°，　Kad2unori　TAΨSUYAHA◆　and　Hasaru　AKIYAHA’

＊　Shi萌ane　Univ8rsity　　　》【ホ　HIPR

　　Preliロinary　investigation　on　cellulosg　deco●position　in　the　AntarCtic　r8gion

was　carried　out．　　B6nchkote－5heet　頂9thod　was　used　to　gsti■ate　tbe　cellulolytic

activity．　　The　deco■position　rates　of　cellulose　buried　in　soil　at　Showa　station

鴇oτe　5－40Z　within　l　year　although　those　at　Yukidori　valley　were　only　1φ6駕．

Colored　spots　on　the　sh8ets　which　田ay　be　cause己　by　bacterial　or　fungal　coloniza－

tion　”ere　recognized．

　これまで南極における生態系に閲して多く

のデータが蓄積されてきているが、そのほと

んどは生産者あるいは消費者に関するもので、

分解者としての視点からの研究は少ない。　と

りわけ極地における有機物の分解量に関する

データは皆無であろう．極地という低温環境

下での有機物分解量は極めて少ないことは容

易に推察されるが、　その量を具体的数字とし

て得ることは南極生態系の物質循環を検討す

る際に極めて重要であることは疑いがない．

このような観点から今回、有機物材料として

セルロースを用い、昭和基地周辺の数カ所に

おいて有機物分解に関する予備的な調査を行

ったので報告する。

【材料及び力法】　セルロース材料としてポ

リエチレンを裏打ちした濾紙（以下、ベンチ

コートシート）を10×10c四2に裁断したもの

を用いた。右図に示した手順によってセルロ

ー スの分解量を算出した．ペンチコートの埋

設地点として雪烏沢の下流、　中流及び雪鳥池

右岸を含む上流にそれぞれ2地．点ずっ、　さら

に人間活動の影饗を見るためラングホプデ生

物小舎および昭和基地の小便ドラムライン近

辺にそれぞれ選んだ。　1988年　1月、　一部岩．の

存在のために埋設が困難な場台を除いて地表

下5C撞の場所にセルロース面を上にして水平

に埋設し、　1年経過後1989年1月に回収した令

【結果】雪鳥沢流域における分解率は、　1－6駕

と極めて低い分解率にとどまったが、　一部の

埋設地点から回収されたシートには細菌ある

いは糸状菌のコロニーに由来すると考えられ

る着色班が認められた。一方、昭和基地の小

便ドラムライン付近に埋設されたセルロース

は5－40塞分解された。ラングボブデ生物小舎

のドラムライン付近のそれは雪鳥沢流域のそ

れと大差なかった。常時有機物の供給される

土壌中では分解微生物が集積されているもの

と推察される。今後、温度、水分条件等との

関係も含めた詳細で且っ継続的な調査を行っ

ていく必要があろう。

A　sheet（冒hat●an，　Eenchkote）　is　cut　ln　apPoropriate
size（e．g．　10×10C●2，　5×10c■苓　・　．　．）．

　　↓
kopt　in　desiccator　overnight
　　↓
weighed（A）

　　↓
buried　lr∫80il　horizontally　or　vertically
　　↓
taken　out　after　a　certain　period（depending　on　the
condition　such　as　te田perature，　回oi8tロre　 ・　・　．　）

　　↓
washed　gently　to　reロove　large　soil　particles

　　↓
air－drled　and　kept　ln　deSlccato1r　overnIght

　　↓
weighed（B）．　then　ashed　by　heatlng　at　500・C　for　2－3hr5

　　↓
The　ash　i寸s　weighed（C）　and　the　decoロposition　rate　is

calcuユated　froo　the　figUI・e6　A．　B　and　C．

　The　Procedure　of　the　8enchkote－sheet　Hethod
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南極バンダ湖より分離した酵母旦ndida属の
1新種についてCharacterization　of　a　new　species　of　yeast，　Candida　sp．　nov．　isolated　from　Lake

Vanda　in　Antarctica

○西川二郎、長島秀行、松本源喜※、飯塚廣（東京理科大学、※東京大学）
　　J．　Nishikawa，　H．　Nagashima，　G．　1．　Hatsumoto＊　and　H．　Iizuka

　　　（Science　University　of　Tokyo，　＊The　University　of　Tokyo）

Eight　strains　of　yeasts　were　isolated　at　the　depths　of　5　to　30　m　in　Lake　Vanda

and　their　cultura1，　morphological　and　l〕iocke皿ical　characteristics　were　investi－

gated．　　They　are　psychrophilic　and　fermentable　for　many　sugars　such　as　glucose

and　sucrose．　　It　was　concluded　that　the　eight　strains　belong　to　the　sa皿e　species

because　of　their　many　similarities．　　Their　properties　are　a1皿ost　consistent　with

those　of　Antarctic　yeast，　Can（1ida　australis，　but　are　different　from　them　in　the

mode　of　utilization　of　carbon　sources　and　nitrates．　　We　have　named　t｝1e　yeasts

Candida　p一旦　sp．　nov．　Nishikawa　et　Iizuka．

　南極バンダ湖は部分循環湖で、その上層

の水温は約7℃で塩類濃度は低いが、下層
は深くなるにつれて上昇し、底層では24
℃で、塩化物イオンの濃度は海水の約4倍

に達する。これまで、バンダ湖より十数株

の酵母菌と好気性の球菌および桿菌を分離
してきたが（1988年度本シンポシ’ウム）、今回

はそのうち酵母菌の分類学的諸性質につい
て検討したので報告する。

　1986年1月に水深5－30m，水温
7℃の水試料を採水し、培養後8株の好冷
性の酵母菌を分離した。コロニーは白色か

淡黄色で、それらの性状は8株ともよく一
致した。また、それらの株は顕微鏡的形態、

各種糖の発酵性および酸生成、洲ase活性、

硝酸塩の資化性、シクロヘキシミド耐性、

アルブチン分解性、ビタミンの要求性等に

おいて、よく一致した。さらに各種炭素源

の資化性のパターンにおいても、ほぼ一致

した。したがって酵母菌8株は同属同種と
考えられる。

　・分離株の栄養細胞は球状あるいは楕円体

状で、多極出芽で増殖する。偽菌糸の発達

は良好で、真性菌糸も形成する。まれに厚

膜胞子を形成するが、子のう胞子、テリオ

スポア、射出胞子、分節胞子は認められな

い。カロチノイド色素はなく、デンプン類

似物質の細胞外への分泌はなかった。また、

ブドウ糖、ショ糖はじめ各種の糖の発酵性

および資化性が認められたが、イノシトー

ルの資化性はなかった。これらのことから、

分離株はCandida属と決定した。さらに生
理的性質について詳細に検討した結果、本
株は多くの点で南極産Candida　australis

に類似していたが、各種炭素源と硝酸塩の

資化性のパターンは異なっており、また、

C．australisがユビキノンー9をもつのに

対し、本株はユビキノンー8をもっていた。
さらに、C．　australisはペンギンのふんか

ら分離されたが、本株は湖水から分離され

たもので、生育環境が異なっていた。

　以上のことから、本分離株はCandida属

の新種であり、Candida－
sp．nov、　Nishikawa　et　Iizukaと命名した。

DNAのGC含量については現在検討中で
ある。

　本酵母菌は好冷性で、多くの糖類に対し

発酵能があるので、南極における微生物資
源として開発が期待される。
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南極マクマードドライバレーの岩石内微生物群に
　　存在する長鎖炭化水素および脂肪酸の起源
Origin　of　lon8・chain　alkanes　and　alkanoic　acids　in　endolithic　姐icrobial　coロ而unity

　　　　　　　　　　of　the　トlc岡urdo　Dry　VaUeys，　Antarctica

O松本源喜（東大教養）　E．1．Frie伽ann（フロリダ州立大生物）　綿祓邦彦（東大教養）

G．1・トlatsuロoto　（Univ．　Tokyo），　E．｝．Fried信ann　（Florida　State　Univ．）　and　K．Uatanuki　（Univ．　Tokyo）

A，suitC　of　long－chain旦　and　anteiso－alkanes　as　well　as　alkanoic　acids　（≧C20）were　found　in　endolithic

mlcroblal　community　of　Beacon　Supergroup　sandstone　from　the　McMurdo　Dry　Valleys　（Ross　Desert）in
Antarctica．　　　　　　These　novel　long－chain　compounds　may　be　attributed　to　unidentified　colorless　bacteria　in
aunique　microbial　community，　and　are　believed　to　be　new　biomarkers　in　environmental　and　geochemical
studies．

　南極大陸は生物の生存に対しきわめて過酷な環境で，

南極半島の北部を除き維管束植物は存在しない．共同

研究者のFried随11n（1982）は，マ卯一ドドライバレの山岳

地帯に広く分布するビーコンス・バーグかプの砂岩などに

は，地衣類，　シアノバクテリア，バクヲ；アなどから構成される

微生物群が存在することを明らかにしている、Hatsu・

扇oto　et　al．（1988）は，これらに長鎖（≧C20）の直鎖

およびアンチイソの炭化水素ならびに脂肪酸を検出している．

今回はこれらの起源について考察する．

　試料砂岩ははマクマードドライバレ∨のLinnaeus　Terrace，

Hount　Fle回in8およびBattleship　Pro而ontoryカ、ら，

Fried頂annらにより採取され，－30℃で保存したものを

使用した．長鎖成分の起源を推定ずるため，　lichen

do田inated　co間刷nity（LT1）試料は，岩石表面より黒色

層（0－2願），白色層（2・4m煩），緑色層（4・6闇煩）および褐

色層（6－20田めに分離した．　　また，　Hormathone顛一

Gloeocapsa　co簡煩unity　（BP1），　　red　Gloeocapsa　coロー

簡umtuy（BP2），それにこれらより単離し，純粋培養

したblack　fun8usも分析した．試科の分析はHatsu・

moto　et　al．（1979）の方法に準じて行った．

　Linnaeus　Terrace（L刊）試料よりいられた，脂肪酸

万クションのガス知マトグラムをFi8．1に示す．一連の長鎖の直

鎖およびアンチイソ脂肪酸が，短鎖および不飽和脂肪酸とと

もに検出されている．長鎖の直鎖およびアンチイソの炭化水

素ならびに脂肪酸は，4層でみられたが，褐色層の濃度

はかなり低かった．白色層には菌糸と無色のバクテリアが

存在する．BP1およびBP2試料には，　著干の長鎖成分

が検出されたが，black　fmgus中にはこれらはほとん

どみられなかった．また，長鎖の直鎖およびアンチイソ成分

は同時に検出される傾向がみられた．これらの結果な

どを総合すると，長鎖の直鎖およびアン刊ソ炭化水素なら

びに脂肪酸は，未同定の無色バクテリアに由来すると推定

される，これらは環境化学および地球化学における，

新しいバ材マーかとして重要であろう．

1
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スライドグラス埋没法による南極現地土壌中での藻類の検出

A　nethod　for　dユrect　counting　of　algal　ce1］Ls　in　the　Antarctic
　　　soil　uslng　a　slide　glass　inserted　into　the　so工1

秋山　優　（島根大） 大谷　修司　（極地研） 神田　啓史　　（極地研）

M．AKIYAMA　（Shimane　Un工v．Educ．｝，　S．OHTAN工　and　H．KANDA　（N工PR）

Although　the　dilution　method　has　been　co皿瓜on1Y　applied　for　counting
of　algal　bionass　in　the　so11．　the　method　ユs　not　alwaYs　adequetely　ユn
studing　soll　algae　such　as　survey　of　vertical　microdistr工bution　of
algae　in　situ　soil　environ皿ent．　In　attempt　to　obtain　a　details　of
vertica1　皿icrodistribution　of　aユgae　in　so工1s　we　tried　a　瓜ethod　for
direct　counting　of　algal　biomass、　using　frosted　glass　slides　which　were
lnserted　ユnto　the　Antarctic　soiユ　and　exa画ined　after　one　year．　The
results　obtaユned　are　as　fo1ユows：　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　Algal　bio皿ass　mostly　composed　of
diat。姐・and　Ch1。r。phYceae　was　ranged　fr。皿。t。300　cells／皿皿2；2．　These
vaユues　closely　related　to　the　soil　chlorophYll　coエAtents　of　each　habi－
tat　respective1Y；　3．　Vertica1　血icrodistribut工on　of　tbese　algae　varied
wユth　the　sites　studユed．

　土壌中に生育する藻類バイオマスの測定に

ついては，従来から希釈培養法（dilution

culture），直接計数法く土壌懸濁液の通常法

またはUV光による蛍光像の観察），クロロフ
ィル量の洲定などが適用されており（L側0．19

67），南極に於ける土壌藻類の研究に於いても

，特に前2法によるものが多い（CAHERON，ot
al，1968；CAHtRON　＆　DtVANtY，1970；BROADY．19

79－a．b），また最近ではクロロフィル量（no－

Sll▲A1　＆　HA「SUDA，1979；FRItOHANN　et　al，19

80；3ROAOY，1986；AKIYAHA　et　al，1986）やAIP

量など〔｝RltDHANN　ct　al，1980｝による定量化

なども試みられている．しかしこれ等の方法

ではいずれもパnsitu　に於けるしかも微細
な垂直分布のプロフィルについては測定が困

難である．一方土壌中のバ’句テリアに関して

，土壌中にスライドグラスを埋没させたもの
を観察する方法（contaCl　s｜idc爾cthod）があ

り（COIODONY，1930），南極の土壌バクテリア

についても　in　situに於けるその生長速度の

観察に適用されている｛V｝Sl川1AC＆HAINZ［R，

1972），今回我々はこのようなスライド埋没

法による，南極土壌中に於ける藻類の微細な
垂直分布についての検討を試みた．　［方法］

埋没実験には，通常のスイドグラ．スの両面を

研磨しフロスト状にした（ca．2．5×7．5　c川

ものを，砂質土壌中に縦方向に5C鵬程度の深

さにまで挿入設置した．設置場所はユキドリ
池から流lliする河川に．添い，下流700wSt．3｝

，120“（Sい2L1600副St．1）の3観測点を設

定し，それぞれ水辺から30～50C頂　程度離れ

た場所およびこれを起点として流れに直交す

る方向に3皿および5田河岸かち離れた地点
を設置場所として選定し，実験は1988年1月
15～16日・に開始され，試料は1989年1．月9　日

に回収された．〔結果〕　1．スライドグラス

埋没法により検出された藻類の細胞数は，お
よそ0～555ccllS／“2であった．表層部で

の最大値は318（Sし3L最小値は53（St、nであ

った．　2．藻類の垂直的分布は場所により異

なっており，St．1．では表層部（－0．5c肩）が

最大で53，Sし2では一1cW318LSし3では一2C周

（555）であった．またいずれの地点に於いて
も一5Cロ程度以下では殆ど藻類の存在は認めら

れなかった．　3．Sし1～3のいずれの地点に

おいても，藻類数は水源に近いほど多く，水

源から凝れるに従’って激減する傾向が認めら

れた．　4．これらの藻類総体の細胞数と土壌

中のクロロフィル量（大部分は砂粒上のepi－

psa如cな藍藻，および一部はセン類にも由来

すると考えられる）とある程度の相関が認め

られる、　4．個々の藻類の垂直的な分布は場

所によりそれぞれ異なっているが，その要因

にっいては充分な検討は出来なかった．
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南極陸水域の藻類相の研究．IV．ぬるめ池

Floristic　studies　on　algae　fro阻　il11and　waters　near
　　Syo●a　Station，　Antarctica．IV．Lake　Nuru頂e

小國昭信　（神戸常盤短大） 高橋永治（山形大）

A．　OGUNI　（　Kobe　Tokiwa　Coll．）　and　E．　TAKAHASH1　（　Ya■agata　univ．）

Water　samples　were　collected　from　surface　layer，　1・2，　2．0ワ　6、0，　12、O　m　dep七h　and
bottom　a七　central　part　of　Lake　Nurume　（69・　13’　30．　S．　39°　4ぴ　　10．　E）　in　Langhovde
ice　free　area，　Antarctica　on　October　2，　1983．　The　samples　冒ere　exa皿ined　usinq　bo七h
light　and　electron　microscope●　Twenty　taxa　in　total　of　the　alqae　including　marine
species　were　found　in　samples　from　12　m　depth　and　the　bottom；　　Cyanophyceae　3、
Chrysophyceae　1，　Bacillariophyceae　15ワ　（出10rophyceae　1・

　ラングホブデ北部の塩湖の1っ、ぬるめ池

の灘類を報告する。昭和基地周辺の塩湖の藻

類にっいて、秋山（1974）、綿貫・大野（1975．

76）、HIRANO（1983）の報告がある。秋山（1974）

は、ぬるめ池において、藍藻のCalothrix，

Oscillatoria．　Nod山ariaなどのほかに緑藻

のHomidi“，　Cladophoraを認めた。

【材料と方法】1983年10月2日に、ぬるめ池の

中央部において、水深0、1．2、2、6、12・お

よび底から各1．51の水をハンドポンプを用

いて0．51ポリエチレン製瓶に採取した。採

取直後に各水深の0．51の水試料を10％ホ

ルマリンで固定し、また未固定試料の0．51ず

っを室外と室内に放置して、それぞれ1984年

1月16日、17日にホルマリンで固定した。これ

らの水試料を20または40■1に濃縮し、光顕な

らびに電顕観察に供した。なおケイ藻の観察

のため試料の一部を通常の方法で酸処理した。

【結果】表層及び水深2蹟と6頂の試料中から藻

類を見いだすことは困難であった。水深12■か

らの試料中にわずかに、糸状の藍藻Phor■idiuロ

sp．、Nodularia　quadrata　FRTSCHが見られた。

底からの試料中には海産種を含む多量のケイ

藻と少量の藍藻Oscillatoria　tenuis　AG．，

Nodularia幽、糸状の緑藻Ulothrix
sp．が見られた。また黄金藻Chrysophyceae

のParaphyso肋nas　sp．の網様構造を示す鱗片

（0．6×0．7μ■）が稀に見られた。ケイ藻は、

Ilyalodiscus　scoticus　（KOTZ・）　GRUN．，

Coscinodi8cus　codeci　iens　GRUN．，　C．

seudodenticulatus　KARST8N，　1⊂
subcincta　（A．S．）CLEVE，　Stauroneis　旦』蛭

EHRBNB．，　Navicula　directa　曹．SHITH，　N．

cry　tocephala　KUTZ．　var．　inter煩edia

GRU‖．，　】！．よL三LL9」≡し亘＿i＿L旦　（GRUN．）CLEVE，　旦，

胸utico　sis　V▲N　HEURCK，　Pinnularia

uadratarea　A．S．　var．soederlundii　CLEVE，

旦．≦－U．＆G．S．胃EST，　Trachyneis

aspera　（EHRENB．）　CLEVE，　工」－
laevissi頂a　曹．＆　G．S、曹EST，　A■phora　ovalis

KUTZ．およびFragilariopsis　curta（Y』．）

HUSTεDTであった。以上のようにぬるめ池に

おいては他の淡水湖と同様に浮遊性の藻類は

少なかった。また南極の淡水湖では普通の藻

類マットは見られず、底生のケイ藻が藻類相

を代表していた。綿貫・大野（1975，76）は、ス

カルプスネスの船底池とすりばち池ではケイ

藻のAchnanthes　brevips　var、intemediaが、

すりばち池ではTropidoneis　laevissi爾aカく

生育する． ことを培養によって明らかにした。

ぬるめ池におけるケイ藻、藍藻および緑藻の

生育にっいては今後検討したい。
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糸極弓ンゲホ・デ今曽鳥釆で得られる艦撒の吻態叱」圭象ランソウ蜘｝ま雛理

　　　　　　Ecophysiological　Research　of　Structures　and　Phototrophies　among　Four　Types　of

Cyanobacterial　Hats　from　di　fferent　points　at　YUKIDORI　IKE，　the　Pond　of　YOKIDORI　ZAWA

Valley，　Langhovde，　Antarctica．

楕・k冤（殼妨大）．
末対患司（前元《工猿）　．

筒橘身く論（山彬ス）

獺知腸〔構川線痴の

　　　A．SHIHIZU　（Nara　100阻en，s　Univ．　），　E．TAKAHASHI　（　Ya㎜gata　Univ．　），

K．KIト仙～A　（Haezawa　Industry　Inc．　），　T．WATANUKI　（　Inst．Pub．Health，Kanagawa）

　　　Four　types　of　cyanobacterial　mats　were　collected　by　Dr．S．Ohtani　of　NIPR，　a　ロember　of　the

29th　Japanese　Ant二arctic　Research　Expedi　tion　1987－1989，　at　di　fferent　points　of　YUKIDORI　IKE，

the　Pond　of　YUKIDORI　ZAl『A　Valley正anghovde，　Antarctica．　　　　　　　　We　researched　　爪orphological

features，　inner　structures　and　cyanobacterial　florae　of　the　mats，　wi　th　using　　OLM　and　SEM，

and　examined　phototrophic　activities　（　oxygen　evolutions　）　in　i皿er　parts　of　the　mats・

　　オ24》鰍11賜頃の入㊨肴ザ噌烏』訳・ハ碧

親嫌旅し剖麓の耀嫌k引、て、
プロラ魂微纏i弓嫌緋鋤o』梅
能なピ診埠陵しfヒので・南更】占ぢる．：れら

の籾滑∫富、右の廟1図ザ’示弓ように．生纂

聯肋唄鱈物△形働ちザ”壕コ
ミュニr脅輪の考が11を1ま雀…住理彦・自4｝（

老えて升たハ。

犬倉醐料臼縛iし雄置（嚇凹）

　　　　　　　　　Φ　事鍛

・マ
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あけぼの岩で得た珪藻
Diatoms　from　Akebono　Rock　in　Antarct二ica

福島博（東京女子体育大学）・小林艶子（横浜市立大学）・石田隼人（環境調査技技術研究所）

ll・　Fukushima（Tokyo　Wom．　Coll．　Phys．　Educ．），

ll．13hida（Kankyo　Ch．　6．　KCn．）
T．　Ko－Boyash三（Yo｝《oh∂ma　City　Univ．），

　　　　Attached　algae　were　collected　from　the　three　ponds　at　Akebono　Rock　in
Anヒarctica．　　Numbers　of　individual　and　ヒaxa　were　considerably　small　in　this
investiqation．　　The　seven　taxa　were　found　and　these　species　names　are　as
follows．
（★一一一endemic　species　in　the　antarctic　regionl

　　　　　　　　　　　　Ach㎜Ules㎞ophila

　　　　　　　　　　　　Achnanthes口arginulata

　　　　　　　　　　　　H加t蜘ia　綱lioぴ　　『．　r㏄匂

　　　　　　　　　　　＊NaviCUla　arcua』

　　　　　　　　　　　＊Navicula回n」ticopsis　v．　郷ii

　　　　　　　　　　　＊Niしzschia　s1止〕1in醐is

　　　　　　　　　　　　Staumneis　a㏄eps

　　　　　　　　　　　　Surirella　angusLa

　　あけぼの岩の疎琳池、北ノ1・池、その他の1つの他の計3つ

の池沼のケイ．藻植生を調査した。今回調査した3つの池沼のケ

イ藻植生の特徴は、現存量の小さいことと、そこに生育するt醐

数が少ないことである。

　今回調査した3つの池沼から見出したのは次に記す7㎞で

ある。学名の前に＊印を付けたのは南極特産種である。

　　　　Actmant力es　kryophila

　　　　Achnanthes　胃匠㎎inuiata

　　　　lbntzschiaξ■opilioxys　f．　recヒa

　　　＊Navicula　 π㎜勧

　　　＊Navicula頭1しicopsis　v．　脚ζii

　　　＊Niしzsdlia　sublinearis

　　　　SU㎜nels　anceps

　　　　Surirella　aぼ旬gusta

　Navicula　arcua』lleiden　eしKoibeの原産地はKerguelenの

Obscrvatory　I知である。原記載は以下のように記している。

ケイ殻の中央部の両側縁は弱く膨らんでいて、両端は広円状で、

ケイ殻長は21～24μロ、ケイ殻幅5～5．8μ匝。横条線

は短く、｛卵1縁性で、100μm間に350本あり、ケイ殻の長

軸に対し垂直であるが、ケイ殻の両端部では時には放射状配列

をする。横．条線の内部の先端は太くなっている。中心節は円形

で、中位の大きさである。

　今回得た標本はケイ殻長g．5～18μ臥ケイ殻幅3．5

～5μ拍で原記載より小型である。横条線は10μ扇間に16

～ 18本で、ケイ殻の大きさ、横条線密度、横条線（研ii質など

で異なるが、今回は一応梅vi㎝1a　a㎝ata　I｛eiden　et　Kalbe

と同定する。

　Navicula　■瓢ticoPsis　Van　Heurck　var．　gausii　Heiden　et

Kolbe

　Type　localiしyはG四ss－S已ti㎝，　qua武itaしiv，335m

となっている。基本種と異なる点は側縁が丸く膨らみ、中心域

は側縁に達せずやや短い横条線がある。ケイ殻長30～31μ口

ケイ殻幅12～14μ回、横条線100μ■闘に140～160

本ある。以上のように原記載に記されている。今回見出した種

はケイ殻長20μo、ケイ殻幅9μ頂、10μ■間の横条線数

15本で、ケイ殻の形態もよく似ており、本賦㎝と同定しう

る。
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アラ又力・バo一雄色鋼沼産の黄金魂

　　　　　　　Chrysophytes　from　Barrow　lakes　group．

窩橋永殆　（山形丈’理・生）　ヴェラ・アレクサンダー

Alaska

（アラスカ丈・海洋研）

E1箕　TAKAHASHI　（Yamagata　UrUv‥DepしBioL）and　Vera　ALEXANDER　（UrUv．　Alaska
－Fairbanks．　IAIS）

　The　suζvey　in　mne　freshwater　lakes　and　ponds　located　aし　the　seaside　and
on　the　tundra　in　the　Barrow　districヒ．　Alaska　｛71’20’凡　　156’4（y　W｝　has　been
carried　out　in　June　and　July　in　1988．　．In　these　lakes　and　ponds．　24　taxa　of
chrysophytes　were　found．　　Oc力τomona5　sp．　is　most　wide1Ydis七ributed　together
with　　bacteria　　　and　　diatoms．　and　　Paξraρノ7ysomoηas　　　γe5亡」亡a　　subdominantly
dlsヒributed．　　The　distribution　of　these　chrYsophytes　is　worldwide．　especially
three　species　of　Paτap力ysomoηas　are　found　from　the　Arctic　to　the　Antarctic．

1988年6月と7月及び1988年8月
と9月の4回，文部省海外学術研究共同研究

費によるアラスカ州バロー地区湖沼の藻類相

の調査を実施した。バロー地区には海岸沿い

とツンドラに多数の汽水湖や淡水湖がある，、

今回は7淡水湖沼についての1988年度調

査結果の一部を報告する。

　調査湖沼，日時、気温，水温，pH，塩分濃度は

表に示す、、

　6月には海岸沿いの湖沼は凍結しており，

岸沿いの幅30cロの所，あるいは氷の割れ目

からの採水であったが，ツンドラの小湖沼の

氷は融けていた，，海岸沿いの1阻ilw1湖や

取別1湖は僅かに塩分を含む弱アルカリ性で

あったがツンドラにある小湖沼は塩分はなく

弱酸性であった，，

　6月と了月にこれらの湖沼から24種類の黄金

藻を見出した、，Och↑⑪q旦5p，はもっとも広

く分布しそして優占的であった。幽一
⑪na5　▼¢5U口が次いで多く，　P8e山o一

ご5pp，とcハtが7月に増加した。
辿」1」幽ユがIBP　Po恰4で多かった。

全ての湖沼でMctcriaが優占的に多く，珪

藻類も広く分布していた。

　これらの黄金藻は北半球のみならず南半球

まで広く分布する．特に一属

の3種は，南極東オングル島の沿岸と池沼に

までも分布する。このheter。け。phic生物

の水界における生態的役割は解明されるぺき

課題の一つである。

丁ス8LE
LAK8 ATE 　　一

T℃ T℃　pH　SAL‘
】MIKPUK　LAK8 8一川N822 2．8 0．7　6．8 O．Ol

jULY22 4．5 5．5　7．1 0．02

9－AUG　lO 12．5 15，6　8．13 0．02

SEPTIO 4．2 5．9 7．65 0．02

7，3M　POND 88－』UNE23 2．4 1．8 6．2 o

JULY23 2．5 8．2 6．35 o

9－AUG　U 14．3 13．1 6．5 0

SEP？ll 1．9 1．4 6．ら3 o

18P　POND 8－JUN823 3 4．2 6．6 o

川LY23 2．5 8．2 6．98 0

89－AUG　lO 14．3 13．3 6．42 o

SEPTIl 1．3 2．1 6．85 o

UWUK　LAK8 88－JULY24 4．8 5．6 7．4 0．39

89－AUG　l2 8．7 【z．5 8．12 0．5

SEPT　l2 1．7 4．1 8．43 1．02

OND　NOl 8－JUN822 5．5 9．2 7 o．Ol

89－SEPTIO 3．6 4．7 8．3 o．03

MPOND 88－JULY23 2．5 7．2 6．5 o

9－SEPTIl 1．6 2．5 7．56 0．07

．5M　POND 8－JUNE23 3 3．1 6．4 0

兵一 8－JULY23 2．5 7，・2 6．45 0

凹POND 8－」UNE23 2．4 3．1 6．4 0

MPOND 8－JUNE23 2．4 3．1 6．4 o

88－JULY23 2．5 7．2 6．27 0

UM　POND 89－SEPTU 0．4 1．8 6．田 0．Ol

12M　PONO 9－AUG　U 15．4 12．7 7．54 o．06

OUTH　POND 9－SEPTIl 2．1 5．1 7 0

00L　NOl 9－AUG　10

　
　
1
2
．
8
、 19．8 8．引 0．04
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富士山高山帯における蘇類着生藻類の窒素固定
N2　f’x’ng。麟多，：：d蓋’21：’。麟：9蒜；；9；：．e盟yヒ’c°n

中坪孝之（早大）、大谷修司（極地研）

T．　Nakatsubo　（waseda，　univ．），　s．　bhtani　lNIPR｝

Epiphytic　blue－green　algae　were　observed　on　moss　communiヒies　growinq　in　the
alpine　zone　of　Mt．　Fuゴi　（3776m　alt．｝．　　Nitrogen－fixing　activity　of　these　blue－
green　algae　were　investigaヒed　by　the　aceヒylene　reduction　me七hod．　　Weak　or　no
nitrogen－fixinq　activity　was　detected　for　moss　communities　qrowinq　in　the　xeric
habitat　on　the　western　slope．　A　small　number　of　specimens　of　
m上旦旦」三旦皿．，　N£≧旦玉≦≧≦三　sp．　and　G1≦≧皇旦≦こ皇一且旦皇」巴旦≦1皿旦　were　observed　in　these　mos5

communities．　　Moss　communities　growing　on　the　moist　easヒーfacing　cliff　showed
hiqh　nitrogen－fixing　activities．　　Nostoc　sp．　was　the　dominanヒ　epiphyte　of　these
moss　communitie5．　　Species　composition　and　growing　condiヒion　of　七hese　epiphyte合
were　similar　to　those　in　the　continental　Anヒarcヒic．

　蘇類群落に付着したラン藻類の窒素固定に

ついては、北極域を中心に詳しく研究され、

その生態系の窒素循環に重要な役割を果して

いることが明らかにされてきた。近年では南

極域においても同様な現象が報告されている

が、高山城においてはLa皿bert　and　Reiners

（1979），　Wojciechowski　and　Heiロbrook　（198

4）など僅かな研究があるのみである。

　富士山の山頂付近（約3770姐）には20数極の

鮮苔類の存在が知られており（高木1971）、

これらの群落に肉眼的に藻類の付着が認めれ

る。今回、これら群落について窒素固定活性

（アセチレン還元活性）とその藻類の極類組

成について研究を行った。

　【方法】材料は1987年6月に富士山頂

剣が峰（3776ロ）の東面と西面で採取した。東

而は西面に比べ湿潤で、麟苔類の毬組成も異

なる。採取した群落は冷蔵して実験室に持ち

帰り測定まで十分に水を与えた状態で（10℃）

保存した。窒素固定活性の測定はアセチレン

遡元法（Stewart　c」i型．1967）によった。測

定条件は20℃、光量子密度400♪皿／阻ソsとし、

反応時間は3時間とした。測定に用いたサン

プルについて着生藍藻類の種類組成を顕微鏡

で調ぺた。

　【結果】剣が峰の西面ではシモプリゴケ（

RhacoロitriuロL－）とヤリギボウシ
ゴケ（〔雌elongat旦）が優占し、　シモプ

リゴケ群落には弱い窒素固定活性が認められ

た。　この群落の表層には藍藻類のStigone血a

田inutuロ、　Nostoc　sp．が小数認められた。ヤリ

ギボゥシゴケ群落の活性は概して弱く中には

全く活性の認められないもがあった。　着生藍

藻類としては一ロa訓aが少数認め
られた。　一方、湿潤な剣が蜂東面には酢類の

ヤノウエノアカゴケ（◎＿）
をはじめ数極類の郎苔類が生育する。　これら

群落の多くの部分に肉眼的にも藻類の着生が

認められ、比較的高、、（最大10．2C江H4“ol／

c皿勺h）窒素固定活性が認められた。　これら群

落の着生藍藻の優占種はNostoc　sp．であった。

　比較のために富士山の北西斜面標高約2500

ロの溶岩原に優占するシモプリゴケ群落につい

ても測定を行ったが、窒素固定活性はいずれ

の蔵類群落にも認められなかった。これらの

群落の一部には藍藻類のGloeocapsa爵ag“の

着生が認められたが大部分の群落には藍藻類

の着生はほとんど見られなかった。　藍藻類の

着生しない蘇類群落が正常な生育を示してい

ること及び降水によりかなりの窒素供給が期

待できることから、藍i築類の固定窒素は蔵類

の生育にとって必要不可欠なものではないと

考えられた。

　今回、富士山頂で確認された齪類着生藍藻

類の種組成と生育状況は南極と極めて頬似し

ていた。　このことは、地理的に非常に離れて

いるが、環境条件が厳しい両地域で、類似し

た生物相互作川が認められるという点で興味

深い。
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THE（X）NTRIBUTION　OF　THE　PAC皿C　ARCIIC　TO　THE　GLOBAL　OCEAN

　　　　　　　　　　　　　　　　CARBON　BUDGET

　　　　　　　　　　　　Peter　C．　McRoy（IMS，Univ　Alaska）
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ENVIRONMENTAL　REGULAT工ON　OF　PR工MARY　PRODUCT工ON　工N　THE　BARENTS

SEA

Eqil　Sakshaug

The　Bioloqical　Station，　University　of　Trondheim，　The　Museum

Bynesveien　46，　N－7018　Trondheim，　Norway

　　　　　Temperatures　of　－1．6　－　50C　set　an　upper　limit　of　about

O．6－0．08d－1　f・・th・g・。wth　rat・。f　diat。m。　in　the　Barent。　Sea．

Biomass　measured　as　chlorophyl1　旦may　reach　as　hiqh　as　10－15　mg
m－3，・r，300－600mq　C　m－3　at　the　peak・f　the　sprinq　b1。・m．

Thus，　the　maximum　daily　primary　production　of　particulate
carb。n　in　th。　Barents　Sea　sh。uld　n。t　exceed　200－500　C　mq　m－3．

Usually，　the　primary　production　constitutes　a　small　frac七ion　of

these　maximum　values｝　because　of　t二he　qenerally　lower　biomass

and　in　part　because　of　lowered　qrowth　rates　due　to　liqht

limitation．　　Typically，　chlorophyl1　旦　concentrations　above　the
py・n。・line　i。・・mmer　are　O．5－1．5　mg　m－3，　whil・5－20　mq　m－3・七

the　pycnocline．　　The　la七ter　stocks　qrow，　however，　hardly　a七
rat。。　ab。ve　O．1　d－1．　Th。・，　typi。al　d・ily　p・ima・y　pr。ducti。n

rat・。　i・th。　p・。du・七ive・ea・。n　a・e　10－60　mg　C　m－3．

　　　　　The　southern　half　of　七he　Baren七s　Sea　is　characterized　by

a七1an七ic　wa七ers　and　in　part　by　shallow　banks｝　the　vertical

mixing　charac七eristics　there　ensure　七hat　significant　amounts　of

new　nu七rients　are　brouqh七　to　the　surface　七hrouqhou七　七he　year●

The　northern　half　is，　however，　charac七erized　by　a　stable

surface　layer　of　polar　water．　　Therefore　high　primary

production　is　confined　七〇　七he　miqratinq　ice　edqe　zone；　apart

from　this，　the　northern　half　of　the　Barents　Sea　is

characterized　by　small，　regenerative　produc七ion　at　the　surface

and　small　new　produc七ion　a七　七he　pycnocline．
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コヒ極チ ヤクチ海海氷下のクロロフィル
　　　　　時系列変動

Time　series　change　of　chlorophyll　a　under　sea　ice　in　Chukchi　Sea，　Arcヒic．

福地光男（極地研）　服部寛（北海道東海大）　松田治（広島大）
　　　　谷村篤（極地研）　P．C．　HcRoy　（アラスカ大）

M．　Fukuchi　（NIPR），　H．　Hattori　（Hokkaido　Tokai　Univ．），　O．　Matsuda　（Hiroshima　Univ．），
　　　　　　　A．　Tanimura　（N工PR）　and　P．C．　McRoy　（Univ．　of　Alaska）

A　long－term　moored　buoy　system　was　deployed　at　68019．941N，　168056．56lW　in　the　Chukchi
Sea　for　10　months　from　October　1988　to　July　1989．　　A　chlorophyll　measuring　buoy
worked　fo主　5　months　and　collected　a　time　series　data　of　chlorophyll　a，　temperature，
salinity，　depth　and　light　in七ensity．　　However，　a　time　series　sediment　ヒrap　did　noヒ
work　we11．

文部省・科研賀（海外学術研究）　「北極海海

氷域における基礎生産とエネルギー移動の時
系列的変動の研究」　（昭和63年～平成2年
度）の中の1つのテーマである生物生産の時
系列的変動を明らかにするため、北極チャク
チ海にて長期係留実験を実施した。

　1988年10月9日、　カリフォルニア大
学サンディエゴ校、　スクリプス海洋研究所研

究船Thoロas　Washington号にてチャクテ海の
68’19．94’N、　168’56．56W（水深56m）の地

点に、図1に示した係留系を設置した。クロ

ロフィル自動計測ブイは水深28mの所に係
留し、計測ブイには、センサー類として水中
蛍光光度計（Aquatracka、　英国Chelsea社）、

サーミスター、電気電導度（アーンデラー海
流計と同じもの）、圧力計、及び水中光量子

センサー（米国Licor社）を組み込んだ。本
実験では、　2時間毎の計測と、　6時間毎の蛍

光光度計と光量子センサーのウィンドー部の
ブラシ洗浄というプログラムをセットした。

また、時間分画式セディメントトラヅプは海

底近くの水深46mに係留し、サンプル捕集
用の12本のビンの中には、　あらかじめ約2
0％のホルマリン濾過海水を満たした。サン

プルの捕集間隔は時期によって2通りにセッ

トした。すなわちll月1B～12月31日、
及び5月1日～7月31日の5ヶ月間は、　1
5日毎に1本の割で合計10本を捕集するよ
うにセットし、　他方、　海氷で海表面が覆われ

る時期の1月1日～4月31日の4ヶ月間は、
揃集間隔を長くして2ヶ月毎とし、合計2本
を捕集するようにセットした。

　1989年7月19日、アヲスカ大学海洋
研究所・研究船Alpha　Helix号にて、上記係
留系を回収した。　尚、人工衛星の画像情報に

よると1988年11月11日までは係留地
点は開水面であったい　11月13日から19

89年6月16日までの間は、係留地点は完
全に海氷に覆われていた。　6月17日には海
氷域の南端が係留地点の北側へ退いた。

　回収後、国内に持ち帰り、集録データをテ

ェックしたところ、　1988年10月3日1
2：00から1989年2月15日02；00
まではデータ計測が行われていたが、　その後

の計測は実施されていなかった。　また、　セデ

ィメントトラップは、サンプル捕集ピンが回
転せず、　上方から下方への沈降粒子を定量的

に捕集することはできなかった。

　秋季から冬季へかけての海氷が南下する期
1踊の約5ヶ月間の時系列データについて発表
する。

　　　　　　　　　…パ淘a渕「佃゜9｝　工｛一工　　1

C団orophy｜卜m8asurlnO　buoy
w抽4pla8tlC　IIO●t●

S6dlm●爪tr8P
wlth　2　pla●tlo　flo爪8
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　　北部べ一リング海における
ミクロプランクトン相の季節変化

　Seasonal　Succession　of　Microplankton　Co㎜uni七y　in七he　Northem
Berinq　Shelf　Water　during　七he　Period　from　June　to　September，　1988

山崎和男・谷口　旭・佐々木洋（以上東北大），福地光男（極地研）

1く．　YAMAZAK工，　A．　TAN工GUCHI，　H．　SASAKI　｛Tohoku　Uni†．｝．　M．　FUKUCHI　⊂NエpR｝

　Succession　of　七he　microplankton　coロlmunity　c◎11ected　at　a　fixed　station　｛49　m）　in
　the　northern　Bering　Shelf　water　north　of　St．　Lawrence　工sland　was　analy2ed．　The
　samples　were　collected　by　a　time　serial　automated　wa七er　sampler　set　at　18　m
　depth　during　the　period　from　20　June　七〇　30　September，　1988．　Eighty－four　diaヒom
　species　in　total　were　found　and　total　population　size　vaエied　from　78，800　cells／1
　to　6，　044，200　cells／1．　Among　the　species　ヒhe　most　dominant　and　common　Nitzschia
　9三〔Land　Thalassiosira　nordenskioldii　bloomed　in　early　Ju1Y　and　middle
　September．　Between　these　two　bloom5，　Chaetoceros　spP．　and　工一…」danicus
　were　predominating．
【目的】

　1988年夏季に北部ベーリング海陸棚上の測点（64・　Od。nteUa　aurita（最大2・487・900c611s／1）は巨大な

58・6rN，169・10・31・W）に設置されたセディメントト群体をなしており・Navicula　sp・（最大2・282・600

ラップに付属した採水器により、30本の試水が採水さ　ce1ls／1）はパラパラであった・今後係留系を使って採

れた。1本の試水量は約52mlで、6月20日から9月30日ま集した標本を扱うときには・これらの混入を前提とし

での間、3．5日ごとに採水されたものであり．季節変化た解析をする必要がある・

の大きいこの海域におけるマイクロプランクトンの経
時変化を観察するために適した標本である。測点の位

置は南方からベーリング海峡を通って北上する優勢な

海流が一時よどむと考えられる、いわゆるHot　Spotに

ある。このスポットでは、周辺の水域にくらべて、植
物プランクトンの生産性が高いと考えられている。

　本講演では、この測点における1988年6月下句から9

月末までのミクロプランクトンの量と種組成の経時変
化にっいて述べる。

【方法と材料】

　優占種（付着種を除く）を大略示すために、28本の
標本中でみられた最大細胞数密度（nあたりの濃度）

のランク別に種を示すと次のようになる。

1．000，000cells／［以上幽山」』1⊂

500，000　－　999，000 同定できなかった

Thalassiosira　SPP，

N｝tzschla　SPP．の細胞

　セディメントトラップ系に、表面から18m深の位置に、100・000－499・000　9h－　・
タイマー付きの採水器をとりつけ、上記のタイムスケ　　　　　　　　　　　助’川t「a’

ジュールで採水した。採水器は30本のシリンジからな　　　　　　　　　　　8toc　ind　u’danicus
っており、おおむね計画どおりに作動したが、No．7と　　　　　　　　　　　Thalassiosi「a巫型ユ虫・

N。．20の2回は採水に失敗したので、検鏡標本数は28本　　　　　　　　　　　　1・hヱニ・1’no「denskioldii

であった。採水器には設置の前から少量のフォルマリ　　　　　　　　　　　⊂⌒’
ンを注入してあり、採水後シリンジの中でプランクト　　　　　　　　　　　Thalassio§ianitzs　ioides

ンやバクテリアの増減が起こらないようにした。
　試水52m1のうち7川は他の日的に使用したので検鏡これらのうち8・バと1・nordenskio団ii　tまほ

容積は約45mlであった。これを静置沈澱させた後、倒

立顕微鏡下でミクロプランクトンの種ごとに細胞数を

計測した。卓越する珪藻の場合には、細胞のサイズと

休眠胞子形成等の測定も行った．

【結果と論議】

　全標本を通じて出現した珪藻の種類は84種（同定で

きなかった種を含む）であった。全細胞数は78，800

ぼ全期間出現し、ともに7月5日に最大のピー久　9月

16日に第2のピークをもっ。C一属や
Ldanicusのピークは、種によって同一ではないが、

前記2種のピークの間の期間（8月）にみられた．

　⊆h一が夏の種群であることは以前から知ら
れていたので問題はないが、春（解氷直後）のプルー

ムの立役者と考えられていたエ．nordenskioldHと

coRs／1から6，044，200　ceUs／1まで変化した．採水壁・｝が秋にも大増殖する現象は・今回新しく発

を閲始してから35日口以降の標本19本のうち13本には

付着性の珪藻が混入しており、その量は時として大き

く、全細胞数の50－90Xをしめることがある。そのうち

見された現象である．8．バは自然海洋でも1日
1回分裂する能力があることがうかがわれた．
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北部ベーリング海およびチ←クチ海における
　　　　　　カイアシ類（1988年10月）
Distribution　of　copepods　in　the　northern　Bering　Sea　and　the　Chukchi　Sea　（Oct．　1988）．

服部　寛（北海道東海大）、谷村　篤（極地研）、福地光男（極地研）、松田　治（広島大）

　　Hattori，　H．，　　　　A．　Tani加ora，　　ドL　Fukuchi　and　O．　Maヒsuda

〈HQkkaido　Tokai　Univ．）　　　（NIPR）　　　　　　　（NiPR）　　　　（Hiroshi爾a　Univ．）

ZooP｜ankton　investi8a1Lion　was　carried　out　in　the　northern　Berin8　Sea　and　Chukchi　Sea

on　the　cruise　of　ISHTAR　Le8　1V　durlng　Oct．　l　and　21，　1988．　　Vertical　tows　fro閲　near

boto頂　to　the　surface　were　情ade　at　16　stations　using　a　NORPAC　net　（0．35　四囲　剛esh

oper）in8s）・　　Copepods　were　do簡inant　in　zooplankton　countin8　fro恨　66　to　99　駕　of　all

station　other　than　Stn．　23，　where　echinorder姐s　were　99　駕　of　the　Lotal　account．　　ln

the　copepods，　Pseudocalanus　揃inutus　冒as　do蘭inant　species　ran8in8　33　to　92　駕　of　total

copepods・　　CoPepods　vere　田ost　abundant　in　the　north　of　St．　Lawrence　lsland，　so●called
　 Hot　Spot，，，　coun七ing　748　and　1031　individua｛s　per　m3　at　Stn　31　and　121，　respectively．

【はじめに】　セン団一レンス島以北の北部ベーリン

グ海及びチャクチ海の動物プラン外ン調査は、近年

日本においてはほとんど行われていない。

PREFLA計画の一環として米国のISHTAR計画と

上記の海域で共同調査を行う機会を得、動物

プラン外ン特に模脚類の分布特性を明らかにす

ることを目的に調査を行った。

【方法】　1988年10月3－18El、　NORPAC3ット（目

合0．35m領）を用い、海底付近から海面までの

鉛直曳を16地点で行った（Fig．1）。

【結果】　動物プラン外ンの内模脚類はStn．23

を除き全ての地点で個体数の66・99％を占め

優先していた。　模脚類ではPseudocalanus

minutusが模脚類の33－92％を占め優先種であ

った。　桃脚類の1胤3当りの個体数はS七ns

31と121（Hot　Spotと言われている）で多く、

各々748と1031個体を記録したが、　セン佃一レンス

島周辺のStns　l7，23，123では少なく平均
19珊体であつた。　ベーリンゲ海鹸（Stn　39＞か

ら最北地点（Stn　51）にかけて北上するに従い

個体数は683から209個休に徐々に減少した．

ベー‘ング海峡横断の地点ではStnl18で少々高

いもののアラスカに向い増加する傾向にあった。

模脚類各種の分布型はi）Hot　Spotを中心に分

布する、ii）へ㌧リング海峡のアラ肋側を中心に分

布する、　iii）最西地点、ア寸ヂー’｝海峡部を中心

に分布するバターンが認められた。　また模脚

類の類似度指数を用いたクラスター分析では、観

測地点を3っのゲ，トプに分けることが出来た

が・　この区分は上記の各種の分布型から考え

られた地点の区分と異なっていた．

17’　　177　17『　　16σ　　16げ　　‘64’　16ぞ　16σ　‘5宮
70’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7●

岬069

　046

『
、Mo酬ng“uon
ONorp●c　n賦　●aγnp1）n●　、t■Uon

証
悟『

ドi8・　1・　Location　of　NORPAC　net　sampling

　　　stations．
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　　1988年夏季の北部ベーリング海における
沈降粒子の変動1．動物プランクトンの糞粒

　　　Variability　in　〈lo騨nward　parしiculaしe　flux　in　the　northern　Bering　Sea

　　　　　　　　　in　su助頂er　1988，　I　ZOOPlankton　fecal　I｝e1工ets．

　　　佐々木洋（石巻専修大），服部　寛（北海道東海大），松田　治（広島大），

　　　　　　　　　　　谷村　篤（極地研），福地光男（極地研）
H．　Sasak」　（Ser＞s｝｝u　じniv．），　H，　Ilat靴ori　（Tokai　｛戊niv．），　0．　纏aしsuda　（Hlrosh1阻a　Univ．），

　　　　　　　　　　　A頃　Tani頂ura　 （MPR），　筒⑨　Pukuc｝）i　 （NIP8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いノジしさTe魏P◇ral　varia輻ion　　of　down冨ard　particulate　《1ux　糖　◇bserve《1　艀ith　a　ti田e－series

sedl箇cnt　ヒrap　aし　a　”hoヒ　spo輻”　area　in　the　n◎rthcrn　Bering　Sea　fro阻　June　℃0　0ctober

］988．　An　avera鳥c　carbon　flux　賢as　462匝9／肱2／day　ghlch　jnclude　boしh　autocht｝）onous　large

paPしicles　（205　礪9／m2／day）　厩aily　co踊posed　of　zooP］ankもon　fecal　P¢11ets　　and　a1玉och一

しhonous　s頂a11　ρarしilces　（257　頂9／鷹2／《日ay）．

　北部べ一リング海（べ一リング海峡の南側

でセントローレンス島の北側の海域）のキリ

コフ海盆（Chlrik◎v　Bas抽）には賢底棲生物現

存量が局所的に極めて高い”日otSp砧”と呼ば

れる所がある．　これら底棲生物への栄養源供

給遜1程として，　表層生産物質の下方翰送によ

る経路と，南方から強い流れと共にアナデー

ル海峡を通って輸送される経路の2っが予想
されている．そこで”Hot　Spoピ’における海底

への有機物粒子の供給過程を明らかにするこ

とを目的として観灘を行った．　特に大型粒子

の主体である動物プランクトンの糞粒の変動
を調べた．

　沈降粒子の季節変劫を調べるために，連続

採集が可能なセディメントトラップ（12サン

プル）を1988年6月20日から，岡年io月6日ま

で吊下係留した（採集の終了は9月24日）．　1

サンプルの時簡間隔は8日間，合計96日間が採

集期閲である。ψi留系の吊下点（64－59冷，

169・09W）の水深は49m，　トラップは36蹴に設置

した．

　観測期間中の有機炭素量フラックスは，

357－624凪g／煩2／dayの範囲で変動しており

（Fjg．1），　平均462爾9／頂2／dayであった．　比較

的前半期にフラックスは高いが，　際だって大

きな変化は見られず，　ほぼ定常的に高いフラ

ックスが維持されていると言える．

トラップには表層から沈降する粒子と南方か

ら水平輸送される粒子が混在しているものと
推察されので，　トラップに採集された沈降粒

子を現地性粒子と異地性粒子に分離するため

に沈降速度を指標にして2種類の粒子に分翻
した．基準となる沈降速度（62阻／d）は”hot

spot”の半径を25k煩，流速を1kt／』，　トラップ

の水深36鼠として求めた．　この沈降速度以上

を有する大型粒子を現地性粒子，それ以下を
異地性粒子と考えた（Fig．1）．

　大型の現地性粒子の大半を占めるものが動

物プランクトンの糞粒である．小型粒子の中

で卓越するものは珪藻類であった．平均する
と前春｝ま205煩g／簡2／day，　｛麦者は257阻g／阻2／day

であり，小型粒子がやや多い．　しかし前，　中

期（サンプル番号1－9）まで小型粒子が51－6？

％を占めるが，後期（サンプル番号10－12）に

おいて大型粒子がやや卓越する（53－6饅）．　こ

のような変動傾向の詳細，また予想される要

因について検討したい．

　　㎎C抽2取y

　　　60◎

　　　500
　　　400
　　FLUX
　　　300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lゆ｛

　　　領

　　　　　　　　　　　　　　　　　輪ρ翻愉SAMPLεNo，：　　　1　　2　　3　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　↓◎　　　　　¶2

　　Mo爪h：　　　ぷJNε　　　　JULY　　　　　　《VG）ST　　　　　SεPTεMBε只1988

F1ε．5，？ひ声・い・・涼逗。口。…訂d伽・。f声t1雛▲・t・。・gぴ・“・・。覇（蛎｝・
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1988年夏季の北部べ一リング淘iにおける
　　　沈降粒子の変動2．ステロール成分
　Variability　in　dounward　parしiculate　flux　in　しhe　northern　Bering　Sea

　　　　　　　　　in　sum血er　1988，　2．　sterol　compositions・

　　　山口敏康（東北大），佐々木洋（石巻専修大），福地光男（極地研）

T．　Ya田aguchi　（Tohoku　Univ．），　H．　Sasaki　（Senshu　Univ．），　H．　Fukuchi　（NIPR）

Sterols　associaしed　with　sinking　Parしiclos　collected　with　a　ti姐e－series　sedi皿ent　trap

were　analyzed　しo　evaluate　organic　阻atter　sources．　　According　to　the　average　sterol

co皿position，　269　0f　total　sterols　闇as　allochthonous　sources　which　were　possibly

transported　fro姐　the　land　or　coastal　area．

　脂質成分は，　懸濁物質や堆積物などの起源

物質を推定する場合に有効な手段となる場合

が多い．その中でステロール懸は，全ての動

植物が有し，細胞の膜成分などに含まれ，脂

質成分中，分解などによる変化を受けにくい

とされているものである．そこで沈降粒子の

起源と変動を推測するためにステロール組成

を調べた．

　回収した12サンプルをクロロフォルム／メタ

ノールにより脂質抽出し，エタノール性KOH
でケン化後，　ステロールを分離，精製した．

ステロールはガスクロマトグラフ（GLC）および

GLC・質量分析計（HS）により組成を求めた．

　12サンプルから分割した一部を，再度まと

めて分析し，平均値として求めたステロール

組成がTable　1である．量的に最も多量に含

まれるステロールは3であるが，1や2な

ども検出されていることから動物起源物質（

糞粒など）の存在を示している．また5は主

に植物プランクトンの珪藻類や褐藻類などに

含まれるステロールである．6，7など陸上の

高等植物，起源のステロールが比較的多量にみ

られることから，南方のアナデール海峡を通

る強い流れが，沿岸の陸起源物質を含む水塊

を引きずって来ているものと思われる．更に

8は褐藻類に特徴的なステロールであり，沿

岸域に繁茂する藻類が輸送されたものであろ

う．異地性の粒子の指標となる6，7，8を舎計

すると26菖になり，少なくともこれだけのステ

ロール類が水平輸送によって運ばれ，　この海

域に沈降した異地性有槻物であるものと予想

される．更にステロール組成の季節変動から，

海底への粒子の供給過程の変動を検討したい．

Table　1． Hajor　sterols　　associated　witb　sinking　Particles　and　the

relative　conPosition・

stcrols percentages（＄）

1
2
3
4
5
6
7
8

24－norcholesta－5，22E－dienエ3μ一〇1　（C26　stero1）

cholesta－5，22E・dien・3β一〇1　（22－de｝）ydrocholestero1）

cholest－5－en－3β一〇1　（cholestero1）

ch。1estan－3β一〇1（ch。1estan。1）

24－mcthylcncholest－5－en－3β一〇1　（24一姐et｝1ylenecholestero1）

24－ethy⊥c卜01esta－5，22E－dien－3β一〇1　（stigmaster《∫ユ）

24－ethylcholest－5－en－3β一61　（β一sitostero1）

24－ethylidenecholest．5－en－3β一〇1　（fucostero1）

12．1

6．3

47．0

3．9

5．2

8．6

13．7

3．3
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ROSS海セクタ　の175°E線沿いにおける
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海洋構造の特徴

　　　　Characteristics　of　oceanographic　structure　alon9　175°E　in　the　Ross　Sea　sector

　　　　　　　　　　　永延幹男（海洋水産資源開発センター）　草刈一生（東京水産大学）

　　　　　　　　　　　　　　　M．　HA6ANOBU（JA田ARC｝　and　K．　KUSAKARI（Tokyo　Univ．　Fish．｝

　　　　　There　are　lar8e　differences　in　■acro－scale　oceanic　eviron■ents　aロong　sectors　of　Atlantic，

India　and　Pacific　in　the　Southern　Ocean．　　We　have　ever　been　taking　the　oceanographic　analysis

along　the　箆eridian　sections　of　each　sector（12．5°E／37°E／75°E／114°E／170°W／90°W！the　east　Drake

Passage／30°W）．　　This　paper　describes　vertical　destributions　of　teロperature，　salinlty，　density　and

geostrophic　flow，　a1■ost　to　the　sea　botto■frOロ63°－03’S　to　77°－14’S　near　the　contlnental　shelf

of　Antarctica　along　1「75°E　in　the　Ross　Sea　area　of　the　Pacific　sector　using　the　Eltanin°s　data．

The　Elatnin　worked　on　oceanographic　s●ctlons　by　STD　ln　January　1967（Jacobs　et　a1．（1967｝｝（F19．1｝．

　　　　　The　Polar　Front　couldn，t　be　caught　on　this　section　because　the　northerly　point　of　observations

was　located　to　the　south　阻ore　than　the　Polar　Front．　The　te■perature　value　of　O°C　or　less　indecating

the　Antarctic　Surface　Water　distributed　fro阻　the　southernロost　part　of　the　Ross　Sea　as　far　as　65°S

except　the　surface　layer　south　of　73°S．　　The　te■perature　巳ini■u■　1ayer　were　between　－1．70°C　at　75■

and　－1．03°C　at　100●　fro匝　66°S　to　71°S　脚here　the　depth　of　the　sea　botto■　冒ere　between　2500　and　3500田．

，　and　bet冒een　－1．80°C　and　－1．94　at　300　－　400■　fro阻　72°S　to　77°S　where　the　depth　were　bet冒een　300　and

900■　in　the　Ross　Sea．　　At　the　surface　layer　fro■　71°S　to　73°S，　Patterns　of　the　vertical　distrib11一

し▲∪‘↓δ　01　しe畠レel’aしure，　sa▲▲ll▲しy　a‘id　dQIIs⊥しy　5u88esしed　　　upりΩ1↓in8　what　↓s　ca⊥▲ed　しhe　Antarcし▲c

Divergence．　　The　surface　冨ater　of　the　lo冨er　teロperature（－0．17°C），　higher　salinity（34．420％o　｝　and

heavier　density（therロosteric　ano■aly：42c1／ton）　were　recognized　bet冒een　71°S　and　77°S　as　co■pared

with　around　the　area．　　At　the　deep　layer　near　the　sea　botto■　in　the　Ross　Sea，　there　uere　the　lo胃est

te箆perature（－1．94°C），　the　highest　salinity〔34．935960　）　and　the　heaviest　density‘－6cl／ton）．　　On　the

旬hole　the　geostrophic　flo冨along　this　section　took　the　eaSt冒ard　●ove■ent　except　the　west旬ard　flo冨

south　of　74°－30’S．　　The　巳axi巳uロ　speed　of　the　geostrophic　flo冨　聰as　10．7cロ／sec（eastward　flow〕　bet冨een

63°一←30’Sand　66°S，　where　there冒ere　steep　gradients　froロnorth　to　south　for　the　distributlons　of

the　te皿perature，　the　salinity　and　the　density．

The　冨est冒ard　fユo旬　south　of　74°－30°S　was　regarded

as　part　of　the　clockwise　current　in　the　Ross　Sea．

Fig．1（→）：Oceanographic　sections　alon9　175°E

bet樹een　63°S　and　Antarctica　in　the　Southern

Ocean　surveyed　by　the　ELTANIN　in　January　7　－

23，　1967．　The　figure　also　sho胃s　other　sections

which　have　been　studied　旬ith　the　saロe　analysis

as　1750E．
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南大洋の海洋循環

Oceanjc　CirculaLion　in　the　Southern　Ocean

福岡二郎（新日気）　永延幹男（海洋資源）　福地光男（極地研）

J．ドukuo｝【a（SniN　NiKKi）　H．Naganobu（JHFRRC）　and　H．Fukuchi（NIPR）

ln　co臼Paring　of　water　temperature　in　the　Souしh　Atlantic　and　the　South　Pacific，　water　teロperature　in

the　AUarll．▲c　js　Iower　than　▲n　the　Pacific　under　the　saロe　latitude．　This　trend　is　significant　in　high

Latiしude、　We　ロay　しry　to　expla▲n　しhis　pheno賦enon　by　the　dlfference　of　wind　syste頓　on　both　oceans．

　南大洋の海洋備環にっいてはDiscovery　I｛eportや最

近のSouthenr　Ocean　Atlasの発行でかなりの状況が判

ってきた。ここで’は太平洋域と大西洋域を対比してそ

の特徴にっいて述べたい。

　［南半球の水温分布」　南大西洋の表仰水温は同緯度

の南太平洋と比べていずれも低い。特にこの傾向は高

緯度域で者しい。しかも表面水温のみならず深層にお

いても南大西洋域の水温が低いことははっきりしてい

るパいわば南大洋の大西樺セクターには低温の水塊が

みちている。

　［何故南大幽祥の高線度で低水漏か規れるか？］

この問題にっいては十分な解朗はまだ難かしい。しか

し一応の説明はS加mme1および椥nk等の風成海洋循環

論で行える。南半球では亜熱帯海洋循環は暖水を南に

迎ひ、亜寒帯海洋1噛環は低温水を北にもたらす。この

2っの1盾環の境は風のストレスをτで示せぱcurlτ＝0

の所に相当する。今東1’』成分のみを考えればこれは凶

風蔽大の位置になる。南半球天気図より、凶風最大の

場所は爾北の気比側1豆か最も著しい所にあたる6大西

洋では4コの経度線上で経度5度毎の気圧を求め、太

平洋では6コの縫κ聯泉上で回様5度毎の気圧を得、南

北の気圧差を求めた。毎月の資料をもとに年平均値が

得られる。4図には地上気圧と500曲【由上の気比差が

・与えられているが、いわば画洋のそれぞれの南北気圧

傾度である。これからみて南太平洋では55°～回◆Sで

南北気圧傾度か最大で、南大西洋では50°S前後が最大

である。これはllk熱帯循環と亜寒帯循環の境は南太平

洋の方が南大西洋より緯度で10度位南にずれることに

なる。寸なわち南太平洋の暖本の高緯度への輸送は南

大西洋より効果的である。

［南太平洋、南大西洋の海水の南北輸送］　南太平洋

南大西洋の西側域で海水の南北輸送がどうかを調べる

と次のような事実が判明した。太平洋の場合160’Eか

ら175’E付近、大酉洋では30°Wから6’W付近を中心とし

て東西の海面傾斜を求めてみた．太平洋の場合、59’S

付近まで高気圧的循環があり、大西洋では56°Sでは低

気圧的循環か推定される。入手出来る資料から求めた

ものでは、南太平洋の西側の高緯度では南下流か圧倒

的であるのに対し、南大曲洋の同じ海域では北上流が

卓越している。いわは風糸分布の差により両洋の南北

備環の状態に違いをもたらし、これか南大西洋の高緯

度域の低温にっながっているというのがわれわれの考

え方であり、こうした意図で南大洋の解明をはかりた

い。
　　　　　　　　　　Sur《』ce
　　　　　　　355　　40　　　45　　50　　　55　　　60　　　65
　　　　　　　フ　　　　ロ　　　　コ　　　　ロ　　　　コ　　　　ロ　　　　コ
　　　　　　　‘05　　‘5　　　50　　　55　　　60　　　65　　　70

　　　　　8

6
5
4
3
～
1
0
ー‘
3
～
ー
0
9
8
7
6
5
‘
3
2
1

　　　500mb
355　　4p　　　‘15　　　SO　　　5♪　　　6p　　　6♪

‘05　　45　　　50　　　55　　　60　　65’　70

Fig．　‘　　 Air　 Pr■5s町●　 Di「「■r●nc■5　 010㎎　 t呵il面●

一 38一



39

サロマ湖におけるice　algaeの光合成生産力
Ll8ht　co｜τditions　alld　phot《）synthetic　Productivity　of　ice　a｜8a｜assemb｜a8es

　　　　　　　　　　in　la800n，　Lake　Sa　roma，　Hokka｜do

山口征矢（埼玉大・教養）・佐藤博雄（束水大）・渡辺研太郎（極地研）・有賀祐勝（東水大）

y．　Yi、ma8uchi　（Sai｛ama　Univ．），　ll．　Satoh　（Tokyo　Univタ　Fish．），　K．　Watanabe　（NlPR）

　　　　　　　　　　　　and　Y．　Aruga（Tokyo　Univ．　Fish）

Photosyllthetic　productivIty　of　ice　al8a　l　assen｜brages　was　investigatcd　in　lagool1，　Lake　Saroma，　on　the　Okhotsk

Coasし　《）f　HokkaIdo　i81　early　卜1arch　of　lO87　al回　1988．　　Relat｜ve　l　i811t　日τtensity　　i伽mediately　　beneath　　tl㎏　ice

co＼er　in　1987　was　about　LO　驚　of　illcider）t　so｜ar　rad　i　ation，　whel℃as，　that　in　1988　corresponded　to　about　4．4X．

ln　U1川hotosynU）esis－light　curves．　tlle　ph《）tosynthetic　ratc　ln　l987三md　l988　wcre　O・42蘭gC四8・chl旦一1　h－1　at

27・5ノ」E侃’ご　s’1　anlj　O・43田gC　mg・chlざ1　｝ド1　at　l62ノ」E　m『2　s『1・　respectively・　The　compensation　l　ight　level　of

ice　al8ae　、」as　O．04－0◆05　驚　of　the　incidellt　light　intensity．　　The　daiIy　production　of　ice　algae　in　1987　（14．3

mgC　m’εday－1）was　6．2　ti田es　grcater　than↓haしnl988（2．3㎎C田一2　day’1）．　Thc　specific　gro冒th　rates（u）

of　ice　algae　in　l987　and　I988　wcre　O．12　alld　O．027　d　iv．　day－1，　rcspectively．　　The　present　study　de拍onstrates

tha↓　th‘〕gr《）wtll　of　ice　al8ae　is　stron81y　controlled　by　the　l　ight　conditions　im拍ediately　benearth　t』　ice・

　1987年および1988年の3月上句、サロマ湖の結氷期に

lce　algae（氷に付着する微細藻類）の生産力を調査した。

氷直下の相対光強度は、1987年（氷厚38cωには氷上

の日射量のLO　2、1988年（氷厚19　cm）には4．覗であ

った．減光フィルターを用いて測定した光合成一光成曲線

から得られた最大光合成速度は、1987年は27．5戸Em’2

s’1のもとで0．42mgCm8．ch｜旦”l　h’1であったが、1988

年には、162wE間くs－1のもとでも光飽和に達せず、同

光条件下では0、43簡gC口9．chl旦≠1　h一1であった。推定さ

れたi（：calgae　の光補償点は著しく低く、相対光強度と

して0．04－0．05駕であった。　現場法によって得られた

icc　algaeの生産量は、1987年に14．3煩8Cバ2　day－1、

1988年には2．3mgC　m←2　day’1であった（表1）。

　両年の現存量、光合成速度、日生産量に見られる著しい

差は、両年の氷の厚さの差による氷下の光条件の差による

ものと推定された。そこで、得られた光合成一光曲線をも

とに、両年の氷下の光強度の日変化および　ice　algaeの

現存量から、いわゆるクロロフィル法によって、両年の日

当りの光台成速度および生産量を求めたところ、実測値と

ほぼ一致する結果が得られた。

　生産速度から計算された両年の　ice　algaeの成長速度

は、0．12div．　day　1および0．027　div．　day－1であり、

氷下の光条件によってice　algaeの増殖は著しく影響され

ていることが明かであった。

Tablc　1・　　ln　situ　daily　l〕hotosynthetic　rate　and　｝ハrodllction，　daily　photosyntl肥tic

　　　　　rate　and　production　esti佃ated　from　the　P．L　curves，　and　growth　rate

　　　　　（calculated　on　the　basis　of　insitu　producしion）　of　ice　al8ae　ill　early

　　　　　Harch　of　l987　and　l988．

1987 1988

川situ　measurements

Ph・tosyntlletic　rate（｜11gC　m8．chl旦一1　h－1） 2．52 1．34

Prl）1．hlction　（mgC　m－2　day祈1） 14．3 2．3

一一一一一一べ“一一’一一一一’一≡一・一←←〔一←一一＝←一←一一，一一一●婿一’一一A－一一一 ⌒一，一’＝一■一一一渉≡一≡ 一’一≡一一’一一←一’・‥一

Ca　lcl」latcd　from　P．L　curves

Photosyllthctic　ra↓e（頂8C　mg．clll塾’1　h－1） L82 1．38

Production　（m8C　m－2　11ay－1） 10．3 2．3

一’一，一’・●一一一一”A－一一一一一，一一一〔一一←＝，一一≡A－一A－一一’一’，’一“一 ラ●≡一’一一一一一’一一一一
一　　一　　一　　一　　A　　－　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　’　　・　　“

Cal（・Ulated　81・《》1“．11　rate　（div．　day〕1） 0．12 0，027
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南極海インド洋区におけるクロロフィル現存量

Standinq　sヒocks　of　chlorophyll　in　the　工ndian　secヒor　of　the　Antarctic　Ocean．

石川智庸　（東海大・海洋）　永井彰（東海大・海洋）　福地光男（極地研）

T．　Ishikawa　（Toka▲　Uhiv．Ocean＞，　A．　Nagai　〈Toka　i　UnivふOcean）　and　H．　Fukuchi　（NIPR＞

　Sヒanding　stocks　of　chlorophyll　a　in　the　工ndian　sector　of　the　Antarctic
ocean　were　estimated　on　the　basis　of　ヒhe　JARE　routine　daヒa　collecヒed　during
eighteen　cruises　in　1965－1986．　Latitudinal　variation　of　chlorophyll　a　was
compared　with　positions　and　strucヒures　of　the　oceanic　fronts．　Long－term
variabiliヒy　of　chlorophyll　stock　is　discussed．

【目的〕南極海の太平洋区や大西洋区では、

これまで数多くの表面海水中のChl．a量の測

定が行われ、いくつかの報告が出ているが（

例えば、El－Sayed，1968）インド洋区での測

定は比較的少なく、　JAREによる報告が中

心である（Fukuchi，1980）。　J　ARE　では、

ほぼ同一の海城を毎年繰り返して観測を行う

特徴がある。　これらのデータを用い、以下に

示す項目を明らかにすることを目的とする。

　1）南極海全域でのChいa現存量の算定。

　2）南極海で見られる特徴ある水塊とC川．

　　　a現存量との関係を時空的に解析する。

　3）水温・塩分ならびに栄養塩類とChl．a現

　　　存量との関連。

　4）緯度変化による情報からChl．a現存皇の

　　　季節変化を解析する。

【材料・方法】JAREの「ふじ」ならびに

「しらせ」船上で得られた航路上の表面海水

中Ch1．a量に関するデーク数は、　表1にまと

めた1349点である。　ただし、　このデータは南

緯85度以南の海域を対象とした。　このChL

aの観測と同時に、海上保安庁水路部により観

測された水温・塩分・栄養塩類等のデークも

合わせて解析した。　また、水温の鉛直断面か

ら確定された海洋前線の情報（Nagata　et　al．

1988）を用いて水塊の区分を行った。区分し

た水塊は、　北から亜熱帯海域・亜熱帯収束線

域・亜南極海域（北）・亜南極収束線域・亜

南極海域（南）・南極収束線域・南極海城な

らびに南極氷海域である。　南極海氷域は、　防

衛庁南極地城観測協力実施報告書の航路図か

ら氷縁の・位置を確認し、　その位置以南を海氷

域と定義した。ただし、今回の報告ではこの

海域の情報は除外する。　【まとめ】亜熱帯域

から南極海へいたる主な水塊ごとにChl．aデー

タを整理し、緯度変化による情報からChl．a現

存量の変化を明らかにしつつある。　また、　こ

れらの水平情報からCh1．a現存温と海洋構造と

の凹迎を明らかにしたいと考えている。　さら

にCh1．a現存量の経年変動について考察する。

【参考文献】
　E1－S8り■しd．S・Z・‘1968》：自頂●r・　6●oor・　Soo・・

　　　　　¶●“　Vork．1－6．pl．1

　Fukuohl．W．‘1980｝‘　」．　Oooanogr．　Soo・

　　　　　」8P8n．36‘1》．73－94

　Nao8tロ．Y．　‘1θ88｝置ρ而t8rot｝0　 0◇■●n　ond　 R●－

　　　　　30uo63　Uarl●bllitり．　Sprlng■r－

　　　　　Uor｜ao　8■rlin　Hol《Ie｜b6rg・92－98
1●M●1，　0●“80■r“70r　t‘●p”●●nt●ork．輪●b●r　O’“rr●C●　chlor－
　o，h711　0011●o‘●’“■“8　d‘ht●●n．6r凹1■●●8bΦ・r’‘袖F叫1“d　th●
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キングジョージ島長城湾に出現した
ネット植物プランクトンの組成変化

Species　su㏄ession　of　net　ph蜘p1孤㎞n　conected　in　Great　W泣1　Bay，

　　King　George　bland丘om　November　1988　to　March　1989．

渡辺研太郎（極地研），呂培頂，黄鳳鵬（中国第一海洋研）

KWatanabe（NIPR），　P．　Lu　and　R　Huang（F加t　I加Oceanogr，　C㎞na）

Ph）戊oplan㎞n　samples　were　oo皿㏄ted　with　a　net　ln　G¢eat　Wall　Bay　off　the　Chinese　Antarc6c　Sta60n

≦2識麟冨㌧罐1鷲蕊＝艦罐鑑ご認，麟艦鑑叢麟認蓋
su㎡ace　wat駈迦pq頂加1℃varied　from－1．6　to　2．2°（二　㎝（卿1口∬asWg　c1て）p　iロthe飢㎡ace　layer　of

water◎ol皿m　mcreased　gmdually　af㎏r　t｝1e　sea　i㏄me16丑g　and民ached　a　maximum姐Feb嘩y（Fig．1）．

麗＝霊魏P畿認畿額鑑鑑ぽ鵠謡艦゜蒜艦麟詣
C加eぬ◎白ms　spp：mFebrualy－early　March．　The　o㏄u荘en㏄of　these　oceaロic頑es　demon5仕ates廿1at

the　coastal　wa政mG㏄at　WaU　Bay　was剖ro㎎ly祖血㎝㏄d　by　the　o㏄頑c　w牢r．

第5次中国南極観測隊に参加し，1988年11月中　　12月上中旬の融氷期には氷状悪化のため2週間ほ
旬から1989年3月初めにかけてキングジョージ　　ど観測ができなかったが，海氷中に優占して出

島長城基地（62°13’S，58°58【W）前の長城湾でネ　現した1吻1∂鋤｝‘1V⌒spp．はネット

ットにより植物プランクトンを採集した．採集　サンプル中では相対出現寧が低く，中心目珪藻
点の水深は14－100m以上，湾内には12月中旬ま　類が優占した・ネットサンプル中の優占種は，
で海氷が残っており，観測期間中の表面水温は　11月にC㎞d㎞αiqρ輌㎜だったのが12月に

．

1．6一λ2。Cだった．海水中のクロロフィルa濃度　はα田eめαガos　50d幽になり・1月丁垣｛a

ChLa　Standmg
Cr◎P｛㎎1m2）

20

　　　　　　　　　　　15
F㎏．1Seasonal　varia60n
in　daorop1亨n　8　s㎞d㎞9

q℃P血血e緬a㏄wa脆r　10
◎01umll　at　Stn52，5，9，

12alld　l7　from　the
8urfa㏄　to　10，　15，　10，　　　5

15　and　20m　　deep，
頂P㏄6vely．

　　　　　　　　　　　0
Nov　15，’88

Stn．2－10m

Stn．5－15m

Stn．910m

Stn．12右15m

Stn．17－20m

Dec　15 Jan　14，’89 Feb　13 Mar　15
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好冷性南極海産珪藻の脂質代謝の研究

Studies　on　the　lipid　郁etabo｜｝s簡　of　psychrophil｝c　diato田　lsola｛」e（I　fro冊　the　Antarctic　Ocean

片平理子（東京家政学院大） 冨永裕之（名古屋大） 冨永典子（お茶大）

R・Katahira（Tokyo　Kasei　Gakuin　Ur）iv．），　｝仁To簡ina8a（Nagoya　Univ．）　and　N．？o潮ina8a（Ochano扇izu　Univ．）

：：：鑑：a1；：t’瀦。二1：綴聯畷s↑品1，瓢漂㍊：τ翻el！讃゜m～TL7r鵠
fractions　of　lipld　classes，　faセty　acid　methylesters　and　remaining　methanol　phase　after
tran8methyla臼on　　of　　TL　and　five　fracti◎ns．　　Experiments　were　carrie《】　　out　　at　　lower
incubation　　temper＆ture　（LIT）（6　and　16°C）　and　hi垂ζher　incubation　temperature　（1｛IT）（　　26

◎

C）　for　4　hr　under　saturated　light　usin9　3　and　l3°C　grown　cells．　　Both　the　　percentaξζe
of　　incorporated　　carbon　recovered　in　TL　and　the　relative　radioactivity　　】ocalized　　in
f＆tty　acid　methyl　esters　were　siJξnificantly　互ow¢r　aセ　｝｛IT　than　LIT．　The　partitlonln君
of　　TL　　into　　five　fractions　indicated　that　the　most　parセ　　of　　the　　radioact輌v1セy　　was
recovered　　as　ne｛】tral　hpid　（NL）レ　and　NL　slightly　decreased　at　HIT．　　In　case　　of　　HIT，
Proportion　　of　phosphoIipids　and　NLs　decreased，　while　that　of　　glycoIipid8　　increa8ed．
The8e　trend8　wore　much　more　remarkab▲e　when　3・C　grown　cells　were　used．

　南極海産好冷性珪藻のNav」C旦・已sp，　stra

inDの脂質組成は生長段階及び培養温度が変

わると変化することを，第H回シンポジウム

で報告した．好冷性プラン外ンの低温依存性を脂

質代謝面から解明することを目的とし，細胞

内に取り込まれた14Cの脂質諸画分への取り込

みを培義橿度，反応温度を変えて測定した．

【方法】3及び13°Cで培養した対数増殖期の細

胞を光飽和条件下6，16，26°でNaH14CO3と共に

4時間インキュベー・トし，細胞内に取り込まれ

た】4Cを次の晦分から検出し，その量及び割合

を比較した，①田igh－Oyep法により抽出した

総脂質　②総脂質をメチルエステル化しヘキ

サン層（目；脂肪酸画分）及びメタノール層（

川グリセロール，糖，リン脂質極性基を含む）

に分配した両画分　③総脂質を酬ρope　sheet

を用いた1けTLCによりAO＞C＋未同定リン脂質），

8（PG），C（SQDG＋DGDG），D（岡GDG），E（TG十他の中性

脂質）に分画した後の各画分　④③で得られた

5画分をメチルエステル化後のH層及び擬層

〔結果】①3，13°C培養の細胞共，測定した3濃

度では，総取り込み，脂質画分への取り込み

は16，6，26°Cの順に｛氏くなり，　26°Cでは総取り

込みに対する脂質画分への取り込み割合は激

減した．②26°Cでは6，16℃に比べ田賓の割合

は減少し，獺補的に門層への割合が増加したが，

この傾向は3“C培養の細胞の方が顕著であった．

③いずれの条件下においても，A一εへの取り込

み割合は，E画分が50－80驚と最も高かった．

26◆C反応では，6，16°Cに比べ，A，3のリン脂

質画分への取り込み割合が僅かに減少し，£の

中性脂質画分の割合は大幅に減少し，その分，

C，9の糖脂質画分への劉合が増加する傾向がみ

られ，特に3°C培養細胞で顕著だった．④各脂

質により，把H層の割合は異なり，いずれの条

件下でも，各脂質中の｝隔の占める割合はA，E

》8＞C，Dの順であった．26°Cで反応させると，

3°C培養細胞ではB，C，D，εの，13°C培養細胞で

はEのH層の占める割合が増加する傾向がみら

れた．以上の結果から，　strain　Dが高温側

で生育できない原因の一つは，高混下では総

脂質合成能力が減少すると共に，脂質中のア

シル基一極性基の合成バランス及び，リン脂

質，糖脂質，中性脂質合成のバランスが崩れ

るため，生体維持に必要な物質量及び機能を

失うためではないかと推察された．
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南極ブライド湾における有機物の鉛直槍送 ll 脂質について

Vertical　transport of　organic　materials　in
　　　II　Lipid　materials

Breid　Bay，　Antarctica

半田暢彦 （名大）、生田直子（名大）、福地光’男（極研）、星合孝． 男（極研）

N．　HANDA，　N．　IKUTA　（WATER　RES．　INST．｝　M．　FUKUCI｛：I　AND　T　l　HOSHIAI　（NIPR）

　　　Sinking　Particles　which　were　collected　by　sediment　trap　deployed　in　Breid　Bay
from　Dece皿ber，　1985　to　February，　1986　were　analyzed　for　lipid　materials　ranging
from　1．71　to　5．87　mgC！m2　day，　which　were　accounted　for　5．01　to　13．8　％　of　total

particulate　organic　carbon　flux．　　Lipid　皿aterials　were　further　fractionated　by
silica　gel　column　chromatography　to　isolate　n－alkanes　with　carbon　number　of　13
to　33．　Carbon　preference　index（CPI）　indicated　that　most　of　the　n－alkanes　were
derived　from　phytoplankton　living　in　overlying　waters，　however　a　little
occurrence　of　terrestrial　long　chain　hydrocarbons　was　determined　in　the　sinking
particles．　　Isoprenoid　hydrocarbons　with　carbon　number　of　25　were　abundant　in
the　sinking　Particles，　so　that　ecological　significance　of　the　hydrocarbons　will
be　discussed．

　　1985年12月から1986年2月まで南極大陸

飛鳥基地沖のブライド湾においてセヂメ
ントトラップ実験を実施した。　沈降粒子

試料は時系列的に採集され、　海洋生物学

的及び科学的に研究された。　有機炭素フ

ラックスは実験を開始してから2週間後に
極大に達し、　その後は急速に減少した。

従って、　有機炭素のこの極大は南極海域

特有の植物プランクトンブルームによる
ものと考えられる。　この研究では炭素同
位体組成を使って、　この点を明らかにし、

また、　この過程での植物プランクトンと

動物プランクトンの相互作用を有機物の
点から検討したので報告する。

　　図1は、　沈降粒子有機物の炭素安定同

位体組成の変動を示す。　この結果は、　実

験初期にえられた有機物の大部分が植物

プランクトン由来の有機物である事を示
している。

　　図．2は、　脂質中のn一アルカンに関す

る結果である。　n一アルカンは炭素数13

から33の成分が認められ、　CPIがほぼ
1に近かったので植物プランクトン起源で
ある事を示した。　しかし、　イソブレノイド

アルカンの存在は沈降粒子の形成に動物．プ

ランクトンの関わりの大きい事を示唆して
いる。
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昭和基地1984年冬季のミクロプランクトン相
Abundance　of　Mieroplankton　Populations　obgerved　in　the　Neighboring　Water
　　　　　　of　Syowa　Station，　㎞tarctica，　during　Winter　of　1984

羽藤伸一・谷口　旭（東北大農），川口弘一（東大海洋研）

松田　治・（広大生物生産），石川慎吾（高知大理）

S・　U？OH，　A．　TAN：［GUCHI　（Tohoku　Univ．，，　K．　KAWAGUCHI　｛OR工｝，

0．　MATSUDA　｛Hiroshima　Univ．｝，　S．　工SHIKAWA　｛Kochi　Univ・）

　Microplankton　assemblages　were　collected　with　a　25　um　mesh　net　at　three
shallow　stations　near　Syowa　Station，　Antarctica，　duτing　the　period　from　March
1984　to　Januaエy　1985●　Diatoms，　dinoflagellates，　silicoflagellates，　planktonic
ciliate5　and　copepod　nauplii　were　identified　and　counted．　Diatom　was　the　mosヒ
dominant　and　variable　group　in　populaヒion　density　being　51－9，534　cells／1．　On
the　other　hand，　dinoflagellate　populaヒions　were　rather　s七able，　i・e．，　8－117
cells／1．　Among　diatoms　Coエethron，　X－！L　and　一皇L　were　regularly
observed．　although　Thalassiosira　tempoエaエily　formed　quite　large　population．
互三2－was　the　dominant　dinoflagellate　in　the　samples・

【目的】

　第25次南極地域観測計画の1部として、1984年3月か

ら翌凶85年1月にかけて、昭和基地周辺の3測点におい

て採集されたノルパックネット標本のうち、25μmネ
ットでの標本を用いて、同海域の冬季のミクロプラン

クトン相の研究を行った。これらの標本中にはミクロ

プランクトンとして、珪藻珪質鞭毛藻渦鞭毛藻、
裸の繊毛虫、有鍾繊毛虫およびコペポーダのノープリ

ウス幼生が出現した。これらの群全体にっいての出現

状況を同時に観察することは、ミクロプランクトン群

集中の同一の栄養段階にある種群間の競合はもとより、

異なる栄養段階にあるものの相互関係を論議するため

に有効だと考えられる。

【方法と材料】

　三測点の水深はいずれも浅く、ネット鉛直曳の水深
幅は、St．1では11mから表面まで、　St．2では35mから（ぬ

St．3では60mからOmであった。　St．1では4月一12月中に

6回、St．2では3月一1月に11回、　St．3では5月一1月に

　ミクロプランクトンの検鏡は高倍率で行うので、時

には標本をさらに数分の一に分割して沈澱計数管に入

れ、これを倒立顕微鏡下で精査した。
【結果と論議】

　各測点における各分類群の変動幅は下表のようであ

った。なお単位はceHs／1又はind▲viduals／1であ
る。又、数値下のカッコ内は観測日付を示している。

　採集量が最も大きく変動する群は珪藻であり、大量

に出現するときの優占種はThaiassi。sira（旧名

Coscinosiraを含む）であり、周年レギュラーに出現
する群は、Corethron，　FlagiraU。psis，　Pleur。sigma

などであった。

　渦鞭毛藻の季節変動は、群としては比較的安定して

いた。繊毛虫は珪藻等があまりに多量の時には正確な

細胞数を計数することができなかったが、比較的レギ

ュラーに出現した群であり、中でもLeprotintinnusが

レギュラーにみられた。一方、裸の繊毛虫の出現は集
8回の採集を行い・採集物はフォルマリン海水中に固定　中的であり、特に半ほふく性の種の出現は集中豪雨的

保存して持ち帰った。　帰国後、全標本は採集量に応じ
ρ

てレ3からレ26に分割され、依託業者により、コペポー

ダ成体、浮潜性軟体類、尾虫類等の大型動物プランク

トンのソートが行われたが、今回この研究に用いた標

本は、ソート後の、ミクロプランクトンだけが残って

いるものである。

であった。

珪藻 渦鞭毛藻 繊毛虫 ノープリウス

St．1 　　90－9，534　　　　　10－45　　　　　　　　0．4－26　　　　　　　　　 3－12

（7／12）　（9／10）　（5／19）　（11／17）　（12／5）　（4／18〕＿　　（12／5）　（4／18）

St．2 　　51－5，920　　　　　　8－112　　　　　　　0．6－32　　　　　　　　　 0－11

（9／10）　（正／6）　　（6／15）　（1／6）　　　（12／5）　（3／19）　　（3／16）　（11／17）

St．3 　1p7－1，897　　　　　　12－117　　　　　　　　　　－26　　　　　　　　　　1－10

（5／18）　（12／4）　（7／14）　　（t〔〕／8）　　（12／4）　（5／18）　　（1／4）　　　（12／4）
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　　　　窒素ヒ炭素の安定1司1立体比から見たリュッツ市ルム湾；培

　　　　　定㊨k下の越冬ナンキョク才キアミの食性の季節要化

巧N　and　13C　content5　0f　Antarctic　krill　overwintering　under　the　coastal　fast　ice　in
LUt。。w－H。1m　B・y，’ wiヒh・peci・1・eference　t。　the　seas・na1・hang・i・th・feeding　habit・

川ロ弘一（ラ鱗研）’和田英太郎，蒲谷裕iナ（三駒滅蛤研）・松宙殆（広島ズ）・石川慎吾（高知大）

　　　　　・・酬GllH鍋嬬。：儒aall，1：）KlllYl鯉；li瀟犠瓢1；）lnst’）’

The　seasonal　change　in　the　feeding　habit　of　the　Antarctic　krill　overwintering　under　the　coastal　fast
ice　was　studied　based　on　the　change　in　theばN　and　I・C　contents　of　the　kri11．　The　krill　was　collected

by　the　l　ight　trap　in　the　Kitano－ura　Cove　near　the　Syowa　Station　from　May　through　October，1984、
In　the　autumn　the　】（rill　consisted　of　the　2　separate　groups，　i．e．　phytoplankton　feeding　and　ice・algae

feeding　groups．　　　　　　　Food　of　these　2　groups　se㎝s　consistent　at　lesat　during　the　autumn　be（二ause　they
showed　the　clearly　separable　patterns　ofがN－＄℃values．　These　2　pattem5，　independent　of　size，

tend　to　be　closer　each　other　as　the　krill　begins　to　eat　detTitus　on　the　sea　bott㎝　from　May　through

August．

　一般に1司一i王物群集内で1ゴ，栄養・段階が上ヒ毛に図／！）にプロ・ソトした・この図1コ才キ

る1くつれ’IVザ《蓄‡責ご、れ、そのま物イ本の’UウV　アミが植物ヲランクトン．工乙eAε解竜又ほそ淑

比が’高くなろことが’XDられている。南極ラ毎で　らの隣下物（糞屯含め）芭ウ広く食べていろこ

は、栄養段踏が∫つ上るヒS痴値が約3上る　とを示す．サイズ）こよる違、川オ特に認あラれ

と報二吾「さ淑ていろ．この矢ロ見に基づせ、リュッ　なかった・

ツホルム湾bの沿岩定着氷下で越冬するナン　　鋭うV－§’5C値の関係を採集Er別に図1A～C

キョ・7才キアミのNヒCの安定同位捧比の香節1こプロ∀トした。ケ月の闇位体比パ9一ン

変化のパ9－〉かう，才キアミの食性の季節（図／A）から，オキァミが襲なる同位体比の餌

変化繊定した。　　　　　　　を採食し続穴註Zっの群η’らなろことが
く材料ヒ方ラ亥〉　ナンキョ7オキァミは、198丁・分がる。1群1コ植物ラランクトン，他はエoe

茸汀月～ノ0月｝ニロ召ヲ知基地井のナヒの菊の定i看氷A．％αeを採食してきたこヒを示す・両群の中間

下30M探｝こ｛主拷いナナこライトトラ∀プ）二よリ採集　の値を示す個体・が▲〈見ら｝Kなb、ヒいうこヒ

し，硯地でω℃24k古乾燥後デシケー9一には両群の食性がヵ、なリ長期にわたリ卓定し

保嗜し冒本K持ち帰リ悌ラまによリ分折した．　ていたことを示ず．これは植物プランクトン

〈緒果〉　全》祈値をオキアミの餌ヒして考工cεA£解がヒもに丈増殖する3月頃の食性を

え殖る～鋤プランク⇔ヒエ・・々・・の値ヒ鰍只いるヒ毘端る・5月のオキアミの

　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　馴嶽物1喰褐色碗のが文部

「一〕一

ら、らC　　，’o

分をしめ、ラ毎底のデトラィタス

をし茅ま食し始め「〔いるこヒを示す．

ラ毎底にはオ直物r乏ランクトンヒ

エceA触eの両方起源のrデトライ

タスが混茅£するピ考えられろの

で，そ淑らを採／食する才キアミ

の同位体比は両着の中闇の砂ご

収れノしす多こヒが予想されろ。

　　　　　　　　濤畿旬B’c戚・こヒ霞イ寸けて
　　　：，1β・ソ〔≠n鍋1・い　　　いろヒ芳之られる・

　　　　かぐりににおひ

そち1～岬・疏・典rtk・声c（・鍋）

　　　　ち‘、C　ピγρo
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オ

応
ウ

適

リ

冷

ウ

寒
ユ

の
キ
そ

及びチカの腎組織と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ　　　　　　　　　　　　コOn　七he　Kidney　of　Osmerus　den七ex　and　＿ユ皇£≦≧≡ヨ』…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　and　Their　Cold　Adap七atlon．

福田麻由美，林田あゆみ，小川瑞穂（埼玉大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福地光男（極地研）
M．Fukuda，　A．HayashidaワM．Ogawa（Sai七ama　Univ．）　and　M．Fukuchi（N工PR）

　　The　kidney　structure　of　Toothed　smelt，　Osmerus　dentex　and　Surf　5melt，
艦多§u§．＝…、：烈：’ξ。：：二：：；a；、2｝1蕊：e：，w：；：謬＝1：d三。dT㌫。ls

capsules　were　observed．
　　工n　contrast　with　the　Saffron　cod，　旦『皇　旦」『…　observed　the、seasonal
difference　of　the　glomerulus　which　rela七ed　ヒo　ヒhe　conservaヒion　of　an七1－freeze
glycoproヒein　in　ヒhe　serum，　this　result　as　staヒed　suggesヒs　ヒhat　ヒhey　may　possess
anoヒher　adaptaヒion　mechanism　in　cold　waヒer　without　having　the　anti－freeze
91ycoprot二ein　in　their　sera．

　南極海に生息する硬骨魚の多くは，その腎

臓に糸球体を有せず無糸球体腎であることが

知られている（Dobbs，　et　a1．，’74，　Dobbs，

OeVries，’75）．糸球体の退化消失は，これら

の硬骨魚が血準中に有する不凍糖タンパク質

を濾過排出せず保持することと関係している

（Dobbs，　DeVries．’75）．この不凍糖タンパ

ク質の存在は南極域の硬骨魚に限らず，高組

度寒冷域の硬骨魚にも見いだされ（Du■an，

OeVries／74）．コマイでも冬期には不凍糖夕

典型的な海産硬骨魚の細尿管である．ボーマ

ン嚢の大きさはキュウリウオの夏期のもので

冬期のものに対し有意．に大きかったが，チカ

では季節的な差は無く，又，糸球体にっいて

は両種とも大きさに季節差は無かった，いず

れの時期にも糸球体はボーマン嚢中に拡張し

その中には赤血球が観察され，漉過機能を営

んでいると考えられる．両種とも細尿管に季

節的な変化は見られなかった．

　先回のコマイと今回のキュウリウオとチカ
ンパク質が増加する（Burch団an，　et　al．／84）．の3種は程同じ生息域や生活史を持っにも拘

　我々は昨年，コマイでは冬期に糸球体が著

しく萎縮し，生理学的に無糸球体腎と考えら

れ，この様な腎の形態的な季節変化で寒冷適

応を行なっていると報告した（Kitagawa，　et

a1．，’89）　．

　今回は，先に用いたサロマ湖産のコマイと

殆ど同じ生息域や生活史を持つキュウリウオ

Os■erus　dentexとチカHypo●esus　japonicus

の3月（冬期）と6月（夏期）にツェンカー
液で固定した腎組織を用い，その季節的変化

を光顕で観察した．

　キュウリウオとチカの腎憤には共に糸球体

が多数存在し，コマイに比して大きく，サケ

科の魚類と程同じ大きさである，細尿管は腎

小体（糸球体＋ボーマン嚢）から始まり，近

位曲細尿管及び集合管の2節から構成された
　　　　　　　　　、

らず，腎組織の季節的変化は異なっていた．

又，今回観察濠された両種では血梨中に不凍糖

タンパク質が存在するか否かにっいては調査

されていない．これらの結果からキュウリウ

オとチカではコマイとは生理学的に異なった

寒冷適応手段を持っ可能性が指摘される．

　腎機能には下垂体後葉ホルモンやプロラク

チンが関与している，又，カレイの一種であ

るPseudopleuronectes　a■ericanusでは夏期

の不凍糖タンパク質の消失に下垂体の存在が

必要であることが示されている．キュウリウ

オとチカの一両種とも冬期には副腎皮質細胞の

核は夏期に比して有意に大きく，寒冷適応に

関与している可能性が考えられる．

　今後は，寒冷適応に内分泌系が如何に関与

しているかを追究することは興味がある．
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北部ベーリング海に分布するシロザケ
Chum　Salmon　Oηcor力ync力us　ke亡a　in　七he　Northern　Berinq　Sea．

西山恒夫 （北海道東海大） 増田紀義 （北大水） 小城春雄 （北水大）

T．　N工SH工YAMA　（Hokkaido　Tokai　Univ．），　K．　HASUDA　（Hokkaido　Univ．）

and　H．　OGI　（Hokkaido　Univ．）

This　report　describes　the　distribution，　relative　abundance，
aqe　composition，　and　maturity　of　chum　salmonΩ一
蛭　in　the　nOr七hern　　Bering　　Sea　　in　　SUmmer，　baSed　　On　　七he
exploratory　fishing　　survey　　made　　in　　the　　pas七　　years．　The
feedinq　habi七　and　feeding　in七ensi七y　of　chum　salmon　near　S七．
Lawrenceエsland　are　exa煩ined　in　relation　to　the　ocean◎qraphic
condition．

　　北緯60度から以北のベーリング海やチュ

クチ海にシロザケが分布することが知られ

ているが、南の海域に比較してその知見は

少ない．

　　北部ベーリング海やアナデール湾周辺海

域の夏季の大型プランクトン量の大きいこ

とから推定すると、　この海域の高い低次生

産を利用する最大生物量をもつ魚類の一つ

はシロザケと推定できる．

　　ここでは、過去に日本のサケマス調査船

が行ったシロザケの分布調査結果や、北大

水産学部練習船おしょろ丸が1983および19

86年に行ったサケの生物学的調査をもとに、

シロザケの生物学的特徴、　年齢組成、　食性

などを解析した結果を報．告する．
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トセニア亜目魚類の頭部感覚管系ノ

Morphological　features　of　cephalic　sensory　canals　of
fishes　of　the　suborder　Notothenioidei　　（Perciformes）

（東京家政学院大学・生物）岩見哲夫

Univ．）GakuinKasei（TokyoIwamiT．

　　　Morphological　　features　of　the　cephalic　sensory　canals　of　　the　　Notothenioidei
were　　studied．　The　cephalic　sensory　canals　of　this　group　were　basically　　8imilar
with　　those　　of　other　benthic　percoids．　　In　－　and　　Aethotaxis，　　supra－
orbital　　and　infraorbital　canals　were　divided　into　several　fragments　　of　　canals．
Similar　　features　　were　also　observed　ih　tbose　of　－．　　　These　　conditions
were　thought　to　be　a　result　of　adaptation　to　the　midwater　life．　Among　the　genera
of　the　Channichthyidae，　there　was　little　difference　in　morphology　of　the　　8ensory
canals．　　In－and　Neo　a　eto　sis，　it　was　recognized　that　a　　part
of　　infraorbital　canal　was　elongated　posteroventrally，　however，　the　　functional
value　of　this　8tructure　was　obscure．
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菌極海産

　Sorne　cumacean

クマ類（ 甲殻類）数糎について
　crustaceans　from　the　Antarctic　Seas

　　1繍生貢男（オ黄決、五大）

　　　　　ゐS．　GAMO　（Yokohama　｝jat1、　Univ・）

Some　chara、cteristic　cumacεan　crustacpans　were　found　in　a・small

ta｜＜en　by　the　JapanesやAntと1rctic　Rpsearch　Expedit主on　from　Breid

its　vicinities．　They　arc　referable　to　⊆辿エ　（Bodotriidae），

（｝lannastacidae）・・and．一ゆ工as七ylidae）・．

COllection

Bay　and

B竺JB勺あ式〆的近油真刈θ2ト■柱観側隊｝はリ探集弍爪た座榎性9・1曜申殻

類り槽本ε鉋ぺたとこ5ノこ蛤は〔扉（B。あ±泊dαピ）ノ＝変得
（！晦旭・輪波∂献ぴ2｝〔碗⇒む」⇒’鴻邦柏と考⇔鵡．こ
dLξ1こフ・’て穣告ヲ「3．
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昭和基地周辺及びプライド湾で採集された
ベッコウタマガイ科貝類の分類学的研究

Taxooo●ic　Study　of　tbe　Fa■ily　La●ellariidae　 〔■011usca　：

　　　　　　　Collected　fro■　Syo■a　Station　and　Breid　Oay

Ga8tropodaI

沼波秀樹・奥谷喬司（東水大・水産生物）　内藤靖彦・星合孝男（極地研）

ll．　Nunana国i（Tokyo　Univ．　Fish．），　T．　Okutani　（Tokyo　Univ．

　　　　　　　Y．　Naito　（NIPR｝　and　T．　Hoshiai　（NIPR｝

Fisか），

Among　gastropod　specimens　of　the　family　Lamellariidae　collected　from　Breid　Bay　　and

around　　Syowa　　Station，　1－conica，　也・　mollis　and　　－　　sp．　were
identified．　　甦．　conica　wa8　collected　from　only　bathyal　zone　of　Breid　　Bay　　（about
300　　m　deep）．　捜．　mollis　was　collected　from　bathyal　zone　of　Breid　Bay　（300　　m）　　and

also　　sublittoral　zones　around　both　East　Ongul　Island　and　Langhovde．　　The　　radular
character　　of　1－　8p．　is　similar　to　that　of　1里．　mollis，　but，　　morphological
character8　0f　shell　and　animal　do　not　conform　with　tho8e　of　the　latter　species．

　日本南極地域観測隊（JARE）がこれまで
に昭和基地周辺、　ブライド湾及びグンネルスバ

ンクで実施したビームトロール、　トラップ及び

SCUBA潜水等によって採集した底生性腹足
類について分類学的研究中であるが、今回その
うちベッコウタマガイ科（Lamellariidae）の貝

類について報告する。　本科の貝類は、　殻長約

10～40晒、殻は薄質、螺塔は低く、　アワビ肱

ペッコウタマガイ亜科では、殻は白色石灰質で、

外套膜に覆われ軟体内に埋没する。　軟体は大き

くウミウシ様をなす。．ハナズトガイ亜科では、

殻は外套膜に覆われずに外在し、薄質で厚い殻
皮をかむる。　本科の貝類は寒帯域から熱帯域の

潮間帯から深海底に広く分布する。　南極域には、

3属10種が分布するとされているが（Pouell
．1960）、　これまでに昭和基地周辺からはわず

か2種のみが報告されているにすぎない（堀越
ら、　1979）。　しかし、　前記の報告以来本科の貝

類は多数採集された。　これらの貝類の分類・分

布を研究することは、生物地理学的に有意義で
ある。

【研究材料】　今回研究に用いた標本は以下の
調査．で採集された。

1）JARE－21によるリュツォホルム湾北東部海

域の於けるトラップ調査（1980年5～9月）。

2）」ARE－22による昭和基地周辺に於ける潜水

調査（1981年1月）。

3）JARE－26によるブライド湾及びグンネルス
パンク域に於けるピームトロール調査｛1984年

1月～ig85年2月）。

4）JARE－27によるブラ不ド湾及びグンネルス

バンク域に於けるピームトロール調査U985年

1月～1986年2月）．

5）JARE－30山口立雄隊員によるラングホプデ

での底生生物採集（1989年1月）。

【結果及び論議】　これらの採集物から、ベッ

コウタマガイ亜科の1属3種が出現した。
・ －conica（s阻ith，1go2｝：　小型
で（体長14．2晒）、　外套膜はアズキ色で薄く、

大小の突起を持つ。　殻（殻長8．7　ロロ）は石灰

質で非常に薄く、　白色。　ブライド湾の水深270

回から1個体のみが採集された。　本種は堀越ら

（19791によって昭和基地付近の岩島水深30薗か

ら報告されているが、写真を見る限りでは、外

套膜が淡色で厚く突起を欠くことからむしろ

塑．⑪llisであると考えられる。環南極分布種。
・ 』rsen辿坐w巫典（s頂ith，1go2）：　中型
で、　外套膜は白色もしくは薄茶色、　厚く滑らか

である。殻は非常に薄く、透明。　ブライド湾の

水深300簡、　ラングボブデならびに昭和基地周

辺の潮下帯から各サイズ（体長14．1阻ロ～43．1

n■）の標本が採集された。本種はオングルカ

ルベン島の浅所からも報告されている（堀越ら、
1979）。　環南極分布種。

・ 旦一sp．：　非常に大型で、　最大の
個体では体長115．0晒、殻長4L2匝苗になる。

外套膜は寒天状で淡いピンク色もしくは淡黄色

で厚く滑らかであるが、後半部に小突起を持っ

個体もある．　殻は透明の膜質のみであった．　歯

舌は8．四辿に似るが、殻や外套膜の形態が
異なり該当する種が見あたらない。　ラングホブ

デ、　東オングル島の北の浦と西の浦の潮下帯よ

り採集された。
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深海丸によりグリーンランド海域から採集された
　　　　　　　　　　　　　　　頭足類一続報
Cephalopods　collected　fro■　the　Greellland　Waters　by　the　R／V地一且辿　in　1987　and　1988

　　窪寺恒己（国立科学博物館）　奥谷喬司（東京水産大学）
T，　KUBODERA　（Nat．　Sci．　Huseuロ），　T．　OKOTANI　（Tokyo　Univ．　Fish．）

Nine　species　of　cephalopods　旬ere　reported　fro田　6reenland　Waters　in　the　llth　Sy団posiu■　on　Polar

Biology，　五988．　　Five　additional　species　were　found　in　cephalopod　collections　obtaine己　by　the　R／V

Shinkai－Haru　in　l988．　　Trawl　net　research　甘as　conducted　in　April　to　Nove姐ber，　1988　at　63●－73．N

bet日een　500－1400　田　depth　off　the　uestern　coast　and　at　63∨－660N　bet層een　200－1400　頂　depth　off　the

eastern　coast　of　Greellland．　　To　date　a　total　of　4　species　of　sepioid　Cuttlefishes，　3　speCi8s　of

tetlthoid　squids，　two　species　of　Cirrate　octopods　and　5　species　of　inCirrate　oCtopods　have　been

collected　fro田　theshelf　to　the　bathal　zones　off　6reenland．　　However　only　5　0ut　of　14　could　be

identified　to　speCies　leve1．　Detailed　syste頂atiC　StUdy　三S　needed　to　deterロine　the　re回aining　SpeCieS．

This　study　contributes　new　inforロation　on　thg　Greenland　cephalopod　fauna　脚hiCh　is　poorly　kno”n．

前回のシンポジウムで、海洋水産資源開発センターが

1987年に深海丸を用いて、グリーンランド南西及
び南東岸の陸棚縁辺の底魚資源調査のさい混獲された

頭足類にっいて報告した。今回さらに1988年の調
査の際に得られた頭足類を調査し、新たに5種の頭足
類が得られたので続報として報告する。得られた標本

にっいて分類学的に未だ不明のものが残されており研

究中であるが、大西洋北極域の深海性頭足類相を明ら

かにすることは、単に生物地理学的見地のみならず潜

在資源の探索という観点からも極めて重要な事と考え
られる。

【材料】　1988年の調査はトロール漁法による資
源量推定調査がグリーンランド西岸の63°－73°Nの水

深500－1400mで111点、東岸の63°－73°Nの水深200－

140⑩で34点、さらに開発調査が454回行なわれた。調

査した頭足類は22個体で、混獲された頭足類の中か
らiS津明彦氏により定性的に選び出され冷凍して持ち

帰られたものである。

【結果】　前回は、コウイカ目2種、ツツイカ目2種、

八腕目5種の計9種にっいて報告した。今回調べた標
本中から前回報告したもの以外にコウイカ目に2種、

ツツイカ目に1種、八腕形目に2種が査定された。さ

らに前回写貞でしか確認されなかったツツィカ目の

工←．幽』§の標本が得られた（表1．　参
照）。コウイカ日のイカ類はすべてポウズイカ属に属

し、袋状の外套のlll《側に丸い鰭をもち、外套艮5cm

以下の小型で底性のイカ類である。4種が認められた．

が、その内の2栢にっいてはさらに分類学的検討が必

Table　1．

要である。ツツイカ目にはヤツデイカ属のq卿一
teut卜is典と思われる外套長28c●の1個体が水
深1000■付近から、また外套長30C回を越す大型のスル

メイカ属のTodarodes幽が水深472口から得
られた。旦．辿は地中海から報告された種で、外
套長14－5c鋤で成熟に遼することが知られており、今回

グリーンランド沖の亜寒帯海域から得られた大型の個

体が本種であるかさらに調査が必要である。八腕目に

は前回報告されたタコ属の1種に加え2種の皇皇辿ミ
が比較的浅い水深300－50伽にかけて出現した。当海域

のみならずタコ属の分類は未だ混乱が残されており、

また、タコ属の分類には雄の交接腕変形部の形態が重

要な形質となるが、今回得られた標本は雌で種の査定

は困難であった。

【考察】　大西洋の頭足類研究の歴史は古く、数多く

の分類や動物地理に関する業績が積み重ねられてきて

いるが、グリーンランド周辺を含む極域ものにっいて

多くは知られていない。本調査では、前回の報告と合

わせグリーンランド周辺海域の中深層域から陸棚斜面

にかけて14種の頭足類が得られたことになるが、こ
のうち既知の種に査定されたものは5種に過ぎない。

残りの9種にっいては新種と思われる数種を含み、今
後原著論文や摸式標本を当たるとともに、詳細な分類

学的研究が必要である。今回のような大型の中深層ト

ロールネットによる組織だった調査においては、水産

有用資源種の研究のみならず混獲される他の中深層動

物の分類や動物地理学的研究を併せて行なうことによ

り、貴重な情報の集積がはかられるものと思われる。

Cepha］opods　collected　from　the　Grecnland　waters　by　the　R／V　Shinkai－Maru．

　　　　　　sつPeir・s
κoss」a　〃laorosθノη£1　｛de⊥」e　Chia．〕e，　1982）

」～ossja　m【）e1／eri　Steellstrup，　1856
κoss．iヨ　？　9．’aucσ∫）is　Lovel1，　1846

Ross∫a　sp・
Oc亡ρpofel1‘；’」」5　㌘　51cI’」a　R℃ippe！l，　1844

Goηa亡1∫s　fabr元cjj　（Lichtenstein，　1818）
アθdarαゴρs　sa9．パ：tatUs　（Lamarck，　1799｝
θriπり）otoIJε1】匡s　7　L∫1刀be」．1ロεa　（Fjscher，　1883｝

Frθθムeηはn・sp・
Ocf：θρ1」s　sp・　A

（つc亡01川SSP・B
Ocεoρus　sp・　C
刀aε∫1γノつo．∫．ザpus　膓lrctjcus　｛Prosch，　1849）

σraηe．1cdoηo　sP・

Yeハr
1987／1988
1977
1988
1988
1988
1987／1988
1988
1987
1．987、

1987
1988
1988
1987／1988
1987

De　t．h（m）

239－508
239－558
336－560
258
1062
319－1049
472
985

1107
239－980
336
560
618－1158
937－1101

A　）earance
West－East
　　　East
　　　East
　　　East
West
West－East
　　　East
West
West
West－East
　　　East
　　　East
West－East
West
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アデリーペンギンが雛に与える餌のシフト

Swiヒching　of　the　dieヒ　for　chicks　in　Adelie　Penguins

森　貴久（京那大）、綿貢　豊、内藤靖彦（極地研）、日高敏隆（京都大）

Y．　Moxi　｛Kyoヒo　Univ．），　Y．・Waセanuki3　Y．Naiヒo　｛N工PR），　and　T．　Hidaka｛Kyoto　Univ●⊃

The　dieヒ　of　Adelie　Penguins　｛Pygoschelis　adeliae）　duζing　bエeeding　season　（1！12－
2！14）　was　sヒudied　neaエ　Syowa　Sヒaヒion　in　1989・　There　we工e　5　ヒypes　of　sヒomach

conヒenヒs　composiヒion；　1；Anセarcヒic　krill　only’　2：Anセarcヒic　krill　and　fish，　3：工ce
k：ill　and　fish’　4；fish　only．　5こa【nphipods　ar、d　工ce　kri11・　The丈e　was　no　sample
composed　of　boヒh　Anヒarcヒic　krill　and　工ce・kエi11・　工n　ヒhe　guarding　sヒaqe　only
Anヒarcヒic　krill　was　componenξ　of　ヒhe　dieヒ．　工n　ヒhe　cエeche　staqe，　howeveエ，　fish
made　up　2ス亀　by　numbers　and　60・5亀　by　weighヒ，　while　Antaズcヒic　krill　decreased　ヒ0
51・5竃　by　numbers　and　36・3色　by　weighヒ．Mean　lengヒh　of　Anヒarcヒic　krill　and　工ce
krill　weエe　3．9cm　and　2・3cm，　respecヒive1ソ●
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3　0次 しらせ航路における海鳥のセンサス
ー 表面海水環境との関連性一

Di8tributlon　of　8e巳bird8　8nd　phy8ic81　f80tor8　0f　808　8urf8c6　1n　tho　lndl80　8ector

　　　of　the　Southern　Oce8n：　　Re8ult8　0f　J▲RE－30　・Shlr88e”　crui8e　（1988！89）

小島美穂（日本女子大）、綿貫　豊（極地研）、福地光男（極地研）

　　　　内藤靖彦（極地研）、奥村　浩（日本女子大）

H．　Kojiロa　（Japan　胃o■an，8　0niv．），　Y．　口atanuki　（NIPR），　H，　Fukuchi　（NIPR），

Y．　Naito　（NIPR），　and　　H．　Oku■ura　（Japan　曹o也an，8　Univ．）

During　the　，，Shirase”　cruise　in　JARE－30　（1988／89），　seabirds　cen8us　曹ere　c8rried　out

in　the　lndian　sector　of　the　Southern　Ocean．　　Concurrently，　surface　environ・ental

conditions　（water　teロPerature，　salinity，　chloroPhyll－a，　wind　speed，　etc．）　were

ロe8sured・　Do損inant　sPecies　of　seabird8　冒ere　Puffinus　spP．，　｝　vittata，　8nd

Halobaena　caerulea．　　However，　seabird　density　and　surface　environ■ental　conditions

did　not　show any　correlations　as　a　胃hole．

［緒言コ

　ー般に、海鳥の分布はマクロなスケールで

は地理的条件や、　渡りなどの季節による影響

を受ける。　しかし、　ある時期の限られた海域

における海鳥の出現は、餌環境としての海洋

条件の様々な要因とも深く結び付いている可

能性がある。本研究では、海鳥のセンサスの

結果と、表面海水モニタリングシステムによ

って得られた海洋環境データとを用いて、互

いの関連性についての検討を試みた。

［方法］

　1988年11月26日から、　1989年3月19日にかけ

て、南大洋インド洋区の“しらせ”航路上（

27’～69’S、　25’～151’E）で、　海烏のセン

サス（5分毎に2時間〈35～55k■〉、船の左

舷150m以内に出現した鳥の種類と個体数一飛

翔中のものを含む一を記録）を1日に約2回、

計60回行った。又、　航海中、　5分おきに表面

海水の水温、塩分、　溶存酸素、　ウロロフィルa濃度、

気温、　海底深度、　海氷量を測定し、　更に鳥の

目視開姶時毎には、　風速、　風浪、　雲量を測定

した。　ここで、　海氷量、　風浪、　雲量について

は1～10階級に分けた。

［結果、　及び考察］

　海鳥は、　センサス中、35種、計6498羽が確

認され、　このうち出現頻度の高かった種は、

ミス’ナギドリ類（PuffinUS　SPP．）…41．0％、）、シピ

ロ〉シ◆ラト・リ（1｝　vittata）…　31．2X、　アオミ

ス◆ナキ◆ト．リ　（Halobaena　caerulea）・．・10．5駕だっ

た。各センサスでの平均密度の最大は、航路

1kロ当り23．62羽、　最小は0，07羽だった。

　各環境要因と鳥の密度との間で相関を調ぺ

たが、何れの環境要因との間にも、明確な相

関関係を認めることはできなかった。環境要

因をクラスター分析することにより、調査海

域は3海域に分けることができた。各海域と

鳥の密度の間で重回帰分析を行ったが，　ここ

でも鳥密度と環境要因との間に相関関係は認
められなかった。　又、　鳥の孤類構成からは、

明確な海域分けができなかった。以上の事は、

（1）海鳥の直接の餌の分布と海洋環境が一致

　　していないために、海鳥の分布とここで

　　測定できた海洋環境（水温など）とが結
　　びつかない。

（2）約86％が飛翔中であり、採餌とは無関係

　　だった。

の、可能性を示している。

　この調査では環境と鳥類とをあわせてみた

が、その間に位置するオキアミや魚類をも同

時に調査すれば、興味深い結果が得られるか

もしれない。尚、　ここでは広範囲にわたった

移動上での調査だったが、　狭い範囲での長期

の定点観測を行うことでお互いの閲迎性を調

べてみる必要もあると思われる。
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Pre⊥iminary　stud工es　of　acouεtic

of　 £工五≦≧三こ≦≧≦≧よ］」£　ε〕deliae・

behaviour　and　sound　signals

Zhcnεanピ　　Fan，　　：‘4in6hua

I聡titute　Of　Oceanograplly

7　Nan－　Hai　I～oad，　Qinεdao

Cheng

ハcademi匂　Slnic∂，

China

　　　　　The－adeliae　is　a　dominant　species　Of　pen6uins
in　Anヒarctic．

　　　　　Thio　、0・：二．per　deals　with　the　acou〔」tiC　beh∂viour　and　sound

signals　of　the　P　’・’oscelis　adeliae．

　　　　　The　pulse　wid七h　of　the　juveロロl　penguin　i62．15ms－14．22ms

oud　main⊥y　conceヱユtrates　on　2一うlns．　　The　．pulse　interval　i口　O●2rns－

1．1ms　and　m∂inly　concentrates　on　O．7ms．　　The　、pulse　frequency　is

629HZ－429～＋11Z．

　　　　When　the　juvenile　penguln　lookc　food，　the　pu15e　width　is

24．g鵬一40．8ms；the　pulse　in七erval　iG　O．2ms・・うう．gmG；the　pu！se

frequency　iε　262HZ－46う6HZ　olld　七he　spectrum　ener菖y　in　thi6

freqUency　COnCenしrate6　0n　ラー3・うK・

　　　　　When　come　bock　ne三’；t，　the　□enguin　sound　cal1　8ignals，　しhe

pし11Ge　widヒh　i6　1．6ms－127mε，　mainly　concentrates　on　う一9nls；　the

pulse　interval　i6　chan己eabユe　from　1．9ms一う6mG；　the　pulse　frequency

is　224HZエ47う81iZ　mainly　concentrates　On　1．2　K・

　　　　　When　Lw。　pen6uエns　live　t。εether，　the　pulse　width　iB　6らms－

96ms，　nlain⊥y　concentrates　on　601fis；　the　ρulse　interval　is　chanCeable

from　1．δ⊥｛、lns－42ms；　しhe　puloe　frcquency　i6　7～÷1｝・12ζ一2ラ42HZ；　the　8pectrum

enor6y　iΩ　t1・is　frequency　mainly　co∫1centrateG　on　1－2　K．

　　　　When　two　penOuユns　live　toεether，　t且ey　60und　Gignals　and　dロnce

each　other　こ・t　tl」o　came　しime．
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ABSTRACT

DEVELOPMENTAL　B工OLOGY　OF　PENGU工NS　工N　REGARD　TO　THE　ORGAN工C

PHOSPHATE　COMPOUNDS　FROM　ERYTHROCYTES砦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク
M．BAC工LA，　R．ROSA，　E．RODR工GUES　＆　P．H．　LUCCH工AR工．　Laboratorio　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
Piscicultura，　Depar’tamento　de　Zootecnia，　Setor　de　Ciencias
　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク

Agrarias，　Universidade　Federal　do　Parana，　Curitiba，　Parana，
Brasi1．

Profiles　of　organic　phosphate　compounds　（AMP，　ADP，　ATP，　工MP，

GTP，　2，3－DPG，　工P5）　wer・e　established　in　red　blood　cells　from

penguins　（Pygoscellis　adeliae）　of　different　stages　of

development　（embryos，　chickens，　and　adult　birds）．　Organic

phosphate　compounds　wer・e　separated　from　the　blood　hemolysates

by　column　chromatrography　with　Dowex　AG　l　x　8　using　a　gradient

of　60％　ammonium　formate，　pH　3．86．　工norganic　and　organic

phosphates　were　assayed　by　the　method　of　green　malachi七e．　工t　was

found　that　2，3－DPG　was　present　in　relatively　high　　concent臓tions

in　25－30　days　embryos　but　　completely　disapearing　in　two－days

old　chicken，　in　which　it　was　s｛1bstituted　by　工P5．　Also，　between

two　days－01d　chicken　and　the　adult　　ones　there．was　a　very　neat

change　in　the　profiles　of　the　organic　compounds　with　increasing

amounts　of　ATP，　GTP　and　IP5．　工t　was　found　that　the　red　blood

cells　of　those　birds　show　an　impaired　glucose　me七abolism，　a

problem　possibly　r・elated七〇the　lP5　present．　A　similar　reseax℃h

is　being　carried　out　with　skuas　（Chataracta　maccomicki）．

祈　Resear℃h　carried　out　at　the　Brazilian　‘lCommander　Ferrazl‘

　　Antarctic　Station，　King　Geor・ge　工sland，　Project　C工RM－PROANTAR
　　nΩ　9536
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　　　南極洋の夏の鳥類群集（1979－1984）（予報）

　　　　B廿dcommunities　of　the　Southem　Ocean　in　s㎜ers

　　　　　　　　　of　1979－1984（prel㎞inary）

　　丸山直樹，大束絵里子，神埼伸夫，前田琢（東京農工大），
　　　　　　　　　　　内藤靖彦（極地研）

N．Maruyama，　E　Oh㎞ka，　N．　Kanzald，　T㌧Maeda（rokyo　Noko　Uhiv），　Y．　Naik）（MPR）

ABSTRACT　NOT　RECErVED
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胎児体長組成から見た南半球産ミンククジラの高緯度回遊様式

So姐e　asPects　of　Possible　■igration　pattern　of　southern　■ink8　”hales

　　　　　　　suggested　fro●　the　foetus　frequency．

　　　　　　　加藤秀弘（遠洋水産研究所）
Hidehiro　KATO　　（Far　Seas　Fisheries　Rθsearch　Laboratory）

Using　foetus　statiStics　of　southern　ロinke　whales，　the　田igration　Patt白rns　in　the　br8eding
ground　　（low　latitudes　in　the　winter）　to　the　fgedin‘　‘round　（hi‘h　latitudes　in　t｝lg　su田阻er）

甘ere　examined．　　The　ti但e　distrib山tions　of　the　ca】▼ing　and　the　conceptioロ　deduced　fro■　foetaI
Iengths　and　the　fitted　growth　curve　sho阿ed　wide　ran‘es　（2SD，　2．5　ロonths）　層ith　peaks　oロ

Septe田ber　and　Octobel㍉　respectively．　　This　suggests　lactating　feロales　penotratgd　into　the
Antarctic　region　for　the　　feeding　after　the　層ea皿ing　of　their　calves，　becaus8　no　lactaing
fe節ale　alld　calf　冒ere　seen　in　　high　latitudes．　　It　野as　also　found　that　ygarly　cycl6s　of　the

廻ean　foetal　length　at　an　interval　of　7　－　9　year．　　Thi5　●ay　be　oロe　of　th白　results　fro●　the

Contorol　to　avoid　the　田issing　of　Coupling　by　the　delay　of　ti●in‘．

［はじめに］

　ナガスクジラ科鯨種の大多数の繁殖周期は、概ね二年近辺であり、この周期はヒゲクジラ類の一年周
期の回遊様式とよく適合する．しかし、ミンククジラ（Balaenoptera　acutorostrata）では、両半球産
共に、その繁殖周期は1年強に過ぎない．南半球産ミンククジラの年間妊娠率としては0．78（Bgst，19
82）が最も現実的であり、これを繁殖周期に換算するとL28年となる．しかし、授乳期間その他を考慮
すると、この繁殖周期は一年サイクルの回遊周期と適合しにくい．従って、低胡度（繁殖期）と高緯度
（索餌期）の間の移動において何らかの回遊戦略を講じていると考えられる．本研究は、これらの側面
を主に胎児の体長組成より検討した。

［材料と方法］

　1971／72～1986！87年間の南極海母船式商業捕鯨及び1987！88年調査捕鯨によって、南半球ヒゲクジ
ラ管理海区1V区（南綿40度以南の東経70度から130度間の海域）から採集されたミンククジラ胎児10，2
03個体の体長データを用いた．また、出産と交尾の時間的組成は、別途サプセットデータをHugget一甑
ddas式に適合させて求めた胎児（体重）成長曲線と種間類推による成長係数を基に、捕獲日と胎児体長
から推定した．

［結果］

・ 胎児体長組成から推定した南半球産ミンククジラの出産と受胎のピークは、各々9月と10月に認めら
れた．しかし、その分散（2σ）は共に2．5ヶ月にも及び、時間的に長い裾を引いた頻度分布を示し
た．

・ 胎児の月別平均値はFig．1に示すように、ほぼ7～9年周期で変動し、交尾のピークに何らかの周
期性がある事を示唆した．

［考察］

　出産と受胎の裾長の分布から見ると、索餌場（高綿度海域）にミンククジラが卓越する12月下句～3
月上旬にも、相当数の雌が授乳状態になければならないが、この時期に親仔連れ及び新生児が南極海に
出現する事は極めて稀である。従って、これらの雌は新生児を離乳後に、逐次高緯度海域へ回遊するも
のと考えられる。
　次の交尾が、もし離乳後に行われるとすると、
年を経る毎に出産や交尾の時期が遅くなり、繁殖
戦略上及び索餌戦略上不都合が｛kじる。従って、
本種の年間妊娠率が正しいとすれば、授乳中の雌
のほとんど（61％～78％）が授乳中に次の胎児を
はらんでいなければならない．胎児平均体長の年
変動は、明ちかに交尾期の年変動に影饗を受けた
もので、おそらくは高い年間妊娠率を維持する必
要上生じた、交尾期の調整と考えられる．ただし
、今後の検討が更に必要であろう．

Fig．　1　　Yearly　changes　in　the　団ean　foeatl

　length　of　south6rn　四inke　whales　in　each

　四〇nth．
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南極海におけるアカボウクジラ科鯨類の出現とその豊度

笠松　不二男　　（日鯨研）

Occurrences　and　abundances　of　beaked　whales　in　the　Antarctic

F．　KasamatSU　（InstitUte　Of　Cetacean　RcsearCh）

Occurrences　　of　s▲x　species　of　ba工een　whale　and　nine　species　of　toothed　　冒hale

are　rcported　in　the　Antarctic心　　Very　few　informatiOn　on　the　toothed　whale8　was
available　　except　　the　　sperm　　whales　because　those　　species　　were　　not　　major
intcrcsts　to　whaling．　　The　IWC／IDCR　Southern　Hemisphere　Hinke　Whale　A8sessment
Cruises　　since　1978　have　confirmed　frequent　occulences　of　the　　beaked　　whales，
especially　　the　　Southern　　Bottlenose　whale　　（〃yρ¢roodoπ　　P∫αnifrons）　　in　　the

Antarctic．　　The　abundance　estimates　jndjcated　that　the　beaked　wha】e5　are　踊ajor

species　as　are　sperm冒hales　and　killer　whalcs．

南極海においてはシロナガス、　ナガス、　イワ
シ、　ミンク、ザトウ、セミクジラの合計6種
のヒゲクジラ類とマッコウクジラ、　シャチ、
マゴウドウクジラ、　ミナミトックリクジラ、
ミナミツチクジラ、　ミナミオオギバクジラ、
ヒモハクジラ、　ダンダラカマイルカ、　シロハ

ラセミイルカ等の少なくとも9毬のバクジラ
類の出現が報告されている。　これらのうちヒ
ゲクジラ類の上記6種とマッコウクジラのみ
が商梁捕鯨の対象とされ、　その分布、　豊度や
生物・生態学的な情報が蓄積されている。一
方捕鯨の対象とされなかったその他の鯨類の
情報は乏しくかろうじて島南極半島周辺での
鯨類の座礁や偶然的な目観情報に頼るのみで
あった。　1978年から始まった国際捕鯨委
員会の国際鯨類調査10ヶ年計画（IDCR）
による南半球産ミンククジラアセスメント航
海はその主対象が南極海に分布するミンクク　’L声U”瓢1：．‘；1品’｛、lhl．；51烈1篇‘言；器，篇；1・師・・m・．・1・・・・…酬

ジラであったが、　調査航海中に遭遇した全て
の鯨類の詳細な情報が記録されている。　この
調査は今年で11年圏を数え、　この間9万海
里以上（地球を4周以上）にわたる調査が実．㎜一“1；．．礒⑪鯵

施されている。　この南極海全域にわたる組纐
的な口祝調査により今までほとんど知られて
いなかった南極海におけるアカボウクジラ科
鯨類と小型鯨類の分布と豊度に関する貴重な
楕報が蓄積されてきた。　「材料と方法」　19

78／79年から1987／88年までの1
0年醐の南’1色球産ミンククジラアセスメント
航海の日視と努力童情報を使用し南緯60度
以南の南極海におけるアカボウクジラ科鯨類
の出現状況を明かにし、　ライントランセクト
法を川いてそれらの豊度を予備的に推定した。
「鯖果」合計］，　599群3，　689頭のア
カボウクジラ科鯨類の発見がなされ、　豊度推
定の織果は、　これらアカボウクジラ科鯨類、
持にミナミトックリクジラがマッコウクジラ
やシャチと同様に南極海での主要な種である
ことを示している。 ，‘‘“re　，b．　　0｝嵩‘r‘b■O‘●“　●l　U“‘4チ0‘‘‘‘？d　震｝帥）‘d●　■㎡　勘■¶her“　⑭‘‘‘，●●●■　●●」e鳥　‘n　lh●

　　●■●‘h●r●　1怜●L●除er●　oMe「■】　40‘‘M　tト■　1●7●’7●　6，　‘句■　1，●3ノ‘4．
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P1
A　PRIMARY　STじDY　ON　BRYOP把「TE’S　CONTAINIM｝WATER　AND　STORIN〔｝

WATER　IN　THE　FIL£ES　PENINSULE　KIN〔｝　GEORGE　ISLAND

∬o皿g　Che皿　，Fu－Oong　Chen　an【I　Xue－Dong　L　i、

Depart皿ent　of　Biotogy、　Beijing　Teachers　Cot吐ege　Division，18

Bai　Guang　Road　Beijing　100U53，　C｝1i皿a

　　Bryophytes　　are　　with　　very　strong　power　　foτ　　containing

water　　（Ab）　and　storing　water　（〔｝w　a皿d　Sw），　Ab，　〔｝w　a皿《i　Sw　are

very　importa皿t　to　the　brgophytes　di5tribution　and　growing．

　　About　　50　co皿on　spcies　of　bryophyte　a皿d　lichen　have　been

used　in　t』Fitdes　Peni皿suLa，King　George　lsL皿d．

The　math。d　i5　weighting．

　　LGet　a　fewplallt　fro皿brンoP｝1ytes　or　Fr頭cose　Lichen
sociations，weighted　　thg　wet　weight　（P1）◆皿d　the　（lry　weight

（PO），　the　f・Uowing　fomuta　c皿be　used・to　c・皿Uhe　power
・fb・y・phte’s・r　Uchen’s　c・nヒaining　water（Ab）．，Ab・町・PO）b

　　2．Get　a　fixed　voL皿e（V）（su由as　Vニ10c皿×10c飢×5c皿）of

bryOphyte’S　OτdChen〃S　SOCiatiOn，Weighted　the　SatUratiOn
we　t　weight　（Wl）　　and　the　｛1ry　　weight　（WO），　the　　fot巴owing

for姐ula　　can　　be　use【l　to　co岨t　the　power　of　bryophLyte／s　　or

t汕eガsretative　storing　water（Gw、Sw）．
　　　〔｝W：601－WO｝・WO，　・Sw：6輌1－WaレV

　　It　is　draw　a　concltusion．3

　　｜、◆different　　fa皿ities　　a」乱d　geners　of　bryophytes　are　　with

quite　differe皿t　Ab．

　　2．The　Gw，Sw　can　be　usedto　refLeat　the　po榔　of
bryophyte’s　reしatlve　storing　water　fro皿，　different　al1910s．

　　3。n　is　very　ctear　thauichen’s　Ab，Gw，Sw　areωwer　than

bτyophyte’s．

　　4．Ab　is　always　different　fro皿｛｝w　in　the　sa皿e　sociation．

　　5．The　　bryophyte／s　　Ab，｛｝w　　an己　Sw　which　　growing　　in　　wet

cOndmOn　UδuaUy　are　higher由㎝that　grOWi皿g　hl　dry
condiUon　but　so皿eti皿es　are　noらThe　reason　is　that　they
h．ave　different　structures　a」1d　life－for皿s◎
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P2

南極産鮮類の乾燥資料から抽出されたクマムシ類
On　tardigrada　extracted　fro■　口ried　speci口ens　of　Antarctlc　日05ses．

大山佳邦（極地研） 神田啓史（極地研）

Y．　Ohy8口a　（NIPR）　and　H．　Kanda　（NIPR）

　　To頂ake　clarify　the　a8sociati。n　bet胃eenロicr。or8ani8邑s　and■icro－invertebrates　such

as　tardigrada，　rotifera　and　ne■atoda，　πith　the　excePtion　of　ロite8　and　colle■bo18，

talrdigrade8　冒ere　extracted　fro■　dried　口os8　speci■ens．　　The　毘axiロu■　nu■ber　of　t旦rdigrades

extracted　was　over　500　Per　a　ロoss　colony　in　a　petri　dish．　　In　contr8st，　there　冒ere　sever81

co［onies　co冑pletely　without　tardigrades．　　The　water　content　of　書osses　in　natural　condition

is　considered　to　be　the　爾ost　significant　factor　in　ロaking　the　tardigrade　Population

increase．　　Thjs　ロethod　of　extractin8　tardigr8des　froロ　dried　sPecj口eos，　81though　It　n∂eds

calibration　and　co■Parison　with　ロethod8　u3ing　livin9　●oss　colonies，　■ay　be　effect巨ve　ln

recognizing　a　relationshiP　bet冒een　■icro－invertebrates　and　胞osses．

目　的

　餌類群落を取りまく着生地衣類や付着藻類

と微小動物との相互関係を知ることは南極の

陸上生態系を明らかにする上で重要である。

ことに、南極に生活出来る陸上生物が非常に

少ないことは、そこの生態系が単純であるこ

とを意味し、温帯や熱帯での場合と比ぺると

研究は進めやすいと言われるが、その毬の研

究は少ない。

　」ARE－28（1987－88）に参加した菅原隊員は、

南極陸上生態系構造の研究計画の一環として、

ラングボブデの雪鳥沢水系より微小動物の生

態調査を行った。その研究において、ダニ1

極が新しく発見され、その個体数は欝類群落

に着生する不完全地衣類と何らかの関係があ

ることを示唆した（菅原等、未発表）。

　演者らは、菅原隊員によって採集されたダ

ニ抽出後の蕗類の乾燥資料を用、、、蘇類、地

衣類、藻類の租組成を明らかにし、　クマムシ、

ワムシ、センチュウの抽出を行ったので報告

する。

方　法

　微小動物の抽出のために、ダニ抽出後の一

定量（7～8g）の土壌付き乾燥標本をシャー

レ（9c也φ）に入れ、一定量（10QO）の蒸留

水を加えて人工気象機（∫0℃、12時間間隔で

50001uxの光を照射）で飼育し、約1カ月後、

べ一ルマン法によって動物を抽出した．

結　果

　用いられた資料から醇類6種、地衣類13

種（うち未同定5種）が確認され、藻類は現

在同定中である。又、辞類群落の毬ごとの被

度、群落表面に付着している地衣類、藻類の

被度が示され、微小動物の個体数との関係が

調べられた。クマムシの個体数は、一般に高

い含水率（ダニ抽出時に測定）を持つ群落か

らは、高い値が得られた。しかしながら、著

しく乾燥した群落から多量に抽出されたもの

もあった。蘇類と地衣類の種類と被度とクマ

ムシの個体数とは、必ずしも密接な関係が認

められなかった。

　これらの結果から、この研究で用いた方法

は培養による個体数の変化を考慮する必要が

あることと、生材料によって抽出された場合

との比較も必要であると思われるが、坐態系

の理解の上で乾燥標本の有効利用が期待出来
る。
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P3
INFLUENCE　　OF　　SOIL　　MACROINVERTEBRATES　　ON　　LITTER　　NUTRIENT

MINERALIZATION　ON　A　SUB－ANTARCTIC　ISI、AND．

Marianna　Steenkamp，　Department　of　Botany　and　Genetics，　University　of　the

Orange　Free　State，　P．O．　Box　339，　Bloemfontein，　South　Africa．

Marion　Island　（47°S　380E）　possesses　a　long　vegetation　growing　season　and

net　annual　primary　production　is　high．　　Consequently，　there　is　a　high

annual　uptake　of　nutrients　by　the　vegetation．　　　At　most　localities　on　the

island　　nutrient　　inputs　　through　　precipitation，　　manuring，　sea－spray　　and

biological　　nitrogen　　fixation　　are　　far　　less　　than　　the　　quantities　　required

by　the　vegetation　annually．　”Available7’1evels　of　N，　P　and　K　are　extremely

low　　at　sueh　localities．　　　However，　1arge　qu旧ntities　of　organically－bound

nutrients　　oecur　　in　　the　　peat　　and　　plant　litter　　and　　mineralization　　of　　these

reserves　三s　the　most　important　source　of　nutrients．　　We　hypothesized　that

the　presence　of　large　numbers　of　soil　macroinvertebrates　（earthworms，

eoleoptera　　and　　their　　larvae，　　1epidoptera　　larvae，　　slugs，　　snails）　　in　　the

island　soils　is　an　important　factor　in　stim　ulating　nutrient　mineralization

from　plant　litter　and　tested　this　hypothesis　using　microeosms．　　Rates　of

nutrient　release　from　litter　contained　in　small　microcosms，　in　t｝1e　presence

and　absence　of　invertebrates　and　held　at　field　temperatures，　were　monitored

for　several　weeks．　　This　paper　presents　the　results　of　these　investigations

and　attempts　a　quantitative　assessment　of　the　role　of　invertebrates　in

nutrient　cyeling　in　the　island　ecosystems・
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P4

ユ988／89年鯨類捕獲鯛査によるミンククジラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　分布に対する海洋環境の解析
　　Oceanographical　analysis　on　the　southern　■inke　whale　distribution　based　on　the　data

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　during　Japanese　research　l　take　in　1988！89

永延幹男（海洋水産資源開発センター）・狩野弘昭（アジア航測㈱）・加真秀弘（遠洋水産研究所）

　　H．　NAGANOBU（」A筒ARC｝，　H．　KANOU（Asia　Air　Survey｝　and　H．　KATO（Far　Seas　Fish．　Res．　Lab．）

　　　　The　relationship　bet旬een　oceanic　structure　and　distribution　of　田inke　whale　was　exa■ined，　using

data　obtained　fro■　the　Japanese　research　take　on　southerr1■inke　貿hale　in　1988！89．　　The　survey　waters

were　fro●　53°S　to　77°－30°S　in　the　Ross　Sea　bet・een　168°E　and　180　froロ　January　12　to　Harch　31　1989．

The　research　vessels　were　engaged　in　a　syste■atic　slghtlng　and　sa■pling　survey　on　口inke　貿hales，　and

XBT　observations　in　order　to　analyze　oceanic　structure．

　　　　・一…ment・l　i・dex　Q・・9（1／・・砥”°（…perat・・e団・｝・a・・・…d・ced　t・exp・ess　a・pPer

stratu■　Of　oceanic　structure　si■Ply．　　The　distributions　of　■inke　冨hales　during　the　first　and　the

second　period冒ere　overlaid　on　the　isother■s　of　Q200．　Though　the　distribution　ofロinke　whale　was

recognized　extensively　fro阻　north　to　south　during　the　first　period　fro田　January　12　to　February　22，

the　dlstribution　during　the　second　perlod　froロ　February　23　to　Harch　31　is　concerltrated　to　the

southern　area　relatively．　　The　high　density　in　both　the　periods　ls　located　in　the　waters　bet脚een

O．C　to－1．0°C　of　Q260縛here　suggested　up”eユ1i冗g　of　the　War田Deep　Water．

Fig．1：Co亀parison　between． Q20g（°C）and

distribution　of　■inke　旬hale　during　the

first　half（12／Jarl．－22！Feb．！1989）
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Fig．2：Coロparison　between　Q200（°C｝and

diStfibution　of　ロinke　whale　durlng　the

second　half（23／Feb．－31／Mar．／1989）
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P5
ECOLOGICA1！PHYSIOLOGICAL　CHARACTERISTICS　OF　BA（汀ERIAL

　　　　　POPULATION瓜l　THE　BERING　AND　CHUK（別SEAS

A．V．　Tsyban，　G．V．　Panov，　V．M．　Kudryavtsev　and　S．M．　Chemyak

　　（Natural　Env廿onment　and　CUma胎Monitodng】二ab，　USSR）
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P6

結氷期サロマ湖におけるクロロフィルa
　　　　　　現存量の経年変化

Yearly　change　of　chlorophyll　旦　starfding　stock　under　sea　ice　in　a　Iagoon，　Lake　Saro鳳a

佐藤博雄　・　山口征矢　・　渡辺研太郎　・　福地光男　・谷村篤
（東水大）　（埼玉大・教養部）　（極地研）　　　（極地研）　　（極地研）

H．Satoh　（Tokyo　Univ．　Fish．），　　Y◆Yam8auchi　（Saitaロa　Univ．），

　　　　　　岡．Fukuchi　（NIPR）　and　　A．Tani蹴ura　（NIPR）

K．冒atanabe（MPR），

Phytoplankton　pigments　and　oceanographic　parameters　vere　measured　in　water　colu而n　of　Lake

Saroma　off　the　Okhotsk　Sea　coast　of　Hokkaido　in　earky　Harch　1987，　1988　and　1989．　ln　1987　and

l988，　water　temperature　was　less　than　・1◆C　and　sa日nity　ranged　from　31．4　to　33．5．　ln　l989，

water　temperature　was　above　O．C　vhen　in　1989　L訂ke　Saroma　was　not　iced．　ln　this　study，　maximum

chlorophyl1　皇　concentration　of　10・9　m8！m3　was　recorded　in　1989．　The　standin8　stock　of

chlorophyll　隻　in　1989　was　about　30　ti弼es　greater　than　that　in　1987◆

目的：オホーツク海に面したサロマ湖は、
冬季の3カ月間湖内は結氷する。　冬季（こ垂

下した係留システム結果から（Fukuchi
旦旦⊥．，1989）、　結氷期に植物プランクト

ン現存量は低く、　融氷期に著しく高い値を
示した。　本研究では、　湖内の氷厚が著しく

変動したここ数年間の氷下の植物プランク
トン現存量について報告する。
材料と方法：サロマ湖北西岸トエトコの周

辺海域で、　1987年、　1988年および
1989年3月上旬に調査した。採水した
一 定量の試水をグラスファイバー（Vhat－
nanGF／C）でろ過し、クロロフィル旦、フ
ェオ色素を蛍光光度計（Turner　Des8ns
fluoro情eter　lO－005k）により定量した。

天空および水中光量子量は、　Ll－COR　I88
quantam　煩eter　および　 Ll－1000　data－

1098erで測定した。

結果と考察：それぞれの年の特徴的な環境
条件を比較すると、　1987年（氷厚、
38c簡）の氷直下の光条件は相対照度1％
程度にまで減衰していた。　1988年
（氷厚、　19c冊〉は約4．　4％であった。

この両年とも水温は・1◆C以下であった。
それ対して1989年に湖内は結氷せず、
水温も0’C以上を記録した。
　クロロフィル旦濃度は、　1987年お
よび1988年に氷直下でもっとも高く、
1989年には2mから5m層付近が高か
った。　水中のクロロフィル旦積算値は、

1987年には3．87侃g価2、　1988年
ζこは　12．3術8！m2、　1989年‘こは　115

回8／m2であった。　1989年の高い値は氷
に覆われなかったため、例年と比較して水
中により多、くの光量が供給されたこと、　ま

た水温の上昇したことによって増殖が促進
されたと推定される。

Table　l．　Environ簡ental　parameters，　chlorophyll　旦and　ch｜．旦！（chl・旦＋pheopig爪ents）

　　　　in　the　uater　of　Lake　Saroma．

1980’ ig87 1988 1989

↑hickness　of　ice　（cm）

Water　te側perature（’C）

Salinity

Haxi侃u拍　ch1．旦　（mg！m3）

Chl．a／chl．a十pheOP｝8摘ents）

26

31．9

0．23

0．54

Z

　
　
　
7
9

　
4
4
7
7

8
　
・
　
…

3
1
2
0
0

　
一
り
∂

19

・ L4
31．6

2．35

0．79

　
5
　
　
　
0
》

　
【
」
0
0
ピ
9

0
ぴ
Z
仏
ぴ

　
　
3
1

‡　The　available　data　fro煩　Hoshiai　and　Fukuchi　（1981）．
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P7
PACK　ICE　MICROBIAL　ASSEMBLAGES　DURING　THE　AUSTRAL　WINTER

D．L．　GARRISON

K．R．　BUCK

Institute　for　Marine　Sciences

University　of　California

Santa　Cruz，　CA　95064　USA

　　　　　　The　pack　ice　microbial　community　in　the　Weddell　Sea　was　sampled　durlng　the

austral　winter　of　I988　as　part　of　the　Antarct三c　Marine正cosystem　Research　ln　the　Ice

Edge　Zone（AMERIEZ）program．

　　　　　　Chlorophyllαconcentrations　in　new（＜20cm），　young（20－35cm），　first－year（＞35

to～80　cm），　and　older（＞100　to＞150　cm）sea　ice　averaged　1．4，5．8，7．2　and　8．7

mg・hl・m－3・e・pecti・・ly．　Mi…bi・1　P・P・1、ti・・、　w・，e　c・mp・i、ed。f　bact，，i、，　di、t。m，，

autotrophic　flagellates，　heterotrophic　flagellates　and　ciliates．　Archaeomonads

（chrysophyte　resting　stages）and　dinoflageUate　hypnozygotes　were　prevalent　throughout

ice　floes．　Approximately　50％of　the　diatoms　consisted　of　empty　cells．

　　　　　　During　the　cruise，　air　temperatures　reached－180C　and　temperatures三n　the

surface　layer　of　sea　ice　reached－90　with　corresponding　br三ne　salinities　of＞1300／oo．

Based　on　calculations　using　temperature　and　ice　salinity，　br▲ne　volumes　（the

m三crohab輌tat　of　the　m輌crobial　assemblage）occupied　approximately　5％of　the三ce．　In

spite　of　harsh　condit▲ons　in　sea　ice　some　organisms　remajned　a1三ve　and　apparently　active

throughout　the　Antarctic　winter．
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P8
キングジョージ島およびネルソン島沿岸定着氷中
　　　　　　　　に見られたアイスアルジー

Ice　algae　fbund　in　the　coastal　fast　ice　on

　　King　George　and　Nelson　Islands．

渡辺研太郎（極地研）・黄鳳鵬・呂培頂（中国第一海洋研）

K．Watanabe（MPR），　F．　Huang　alld　P．　Lu（First　Inst　Oceanogr，　China）

M▲c籔）－algae　samples　in　s¢a　ice（lce　algae）we民collected丘◎m　land　fast　ice　in也e　coastal

area　of　s◎uthem　King　G¢orge　lsiand　and　northerl酒elson　lsla砿in　S◎山h　Shetland

Islands　bctwe頗mid・Novem加r　and　late　December　1988．　Brown（至iscolorat輌◎n　was
負瑚白nc◎ns◎Ud頒ed　snow　ice　and　in　t｝1e　margina1砺a　of　ic¢noes◎n　King　G¢orge　and

N¢ls◎n　Islands　and　the　asseτnblages　there　were　d◎minated　by］∨αv∫cμ1α8～αc輌¢輌．1｛三9量1

co加e臨ations　of　chl◎rophyll　a（up　to　56．8μ9！玉）were　fb田d　in　the　interior　discol◎red

layers　of　the　coastal　fast　ice◎n　King　Ceorge　Island（Fig．1）．　Dαninam　species　in　the

upPer　and　lower　i蹴erior　layers　were］Vαv∫c〃αglαc∫6らand～W82ぷc力辺cy∫輌’14τ顧and♂V．

∫6coi’8館∫．～Vαv∫cμ～α　8’αc∫ε∫　has　been　reported　from　various　strongヨight　hab紅ats　in

Anta㏄tic　sea　ice　areasε．8．　tide　crack　area　and　tlコe　sur血ce　of　snow　ice　alld　this　species

was　levealed　to　grow　i川hc　fast　ice　of　30－40　c1n　deep　on由e　coastof　K輌ng　George　Island．

The　dominance　of　P1配‡εo（ヲ5輌∫ぷρoμcゐεご輌輌　in　the　bottom　ice　laye「demonst「ated　that　this

叩㏄ies　grew　in　the　ice　and　suggests　tl面ice　poρu｝ati皿mi幽bc　a　seed　stock　for由e

blO◎ming　in　the　water　column．

1988年11月中句から12月下旬にかけてキ
ングジョージ島長城基地（62°13’S，58°58セ

W）周辺およびネルソン島北部の沿岸定着
氷中の微細藻類（アイスァルジー）を採集
し，種組成を調査した．キングジョージ島
およびネルソン島沿岸の固くなった雪氷
（ゆきこおり）や氷盤の縁辺部には茶褐色

の着色が見られ，羽状目珪藻類のNαvごcμ1α

81αc輌ぼが優占していた．キングジョージ
島沿岸定着氷から採取したアイスコアの中
間層からは最大56．8μgハの高いクロロィ

　　　　　　　　　　　　　　　中間着色ルα濃度が測定された（図1）．

　　　　ChloroρhンUパmg／m3）
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層上部では《Vθ扉cμぬ81αc垣が優占し，下部

ではN泣ぷC万α〈ヲ1加4W8や～∨．化coj川ε輌

が優占していた．∧勉vi鍬1α8～θc泌は南極
海氷域の強光環境条件であるタイドクラッ
ク周辺や海氷上面などから広く報告されて
いる種で，キングジョージ島では深さ30－

40cmの定着氷中間部でも盛んに増殖した
ことが明かとなった．また海氷下部では

胸霧鮮撰雛ξ㌦盤鈷認紫
増殖し，プルーミングの“たね”になる可能
性を示唆した．

　Chk｝rOphy魏　σ　（mgんn　3）
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Fig．L　Vertical　profiles　of

c姐orophyllαin　ice　cores

collected　in　the　fast　ice

眠aof　Gr㈱t　Wall　Bay，
1く111g　Ge◎rg¢Isla灘d冑
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P9
PRODU㎝ON－DESmU㎝ON　PROαSSES　A肌IOSIDIMENrA質ON　IN　THE
　　　　　　　王肥RING　AND　CHUKCHI　SEAS　IN　JULY－AUGUST　1988

A．V．　Tsyban，　M．N．　Korsak，　V．M　Kudryavtsev，　B．V．　Glebov

（Nanlral　Env註onment　and　Chmate　Monitoring　Lab，　USSR）and

　　V．1．Medinets（State　Oceanographic　Institute，　Odessa）
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P10
肥且E　PR工MARY　ANALYS工S　ON　POPULA！P工ON　COMPOS　l　T　ION　OF　AN｛rARC口工C

KRコエL　　　　　　　　鋼旦ムAND　RE］）AT工ON　W工！PH？HE　WA肥ER　NOVEI症EN肥S

Shihua　CHEN　　　Guanming　YANG　　　Guifen　ZHAO

Second　工ns七i七u七e　of　Oceanography，　SOA，　Hangzhou　310012，

P．R．　CH工NA

　　　According七〇　七he　28　s　amples　of　七he　An七arc七ic　kri11

　幽皇ob七ained　from七he　adj　ecen七　sea　area　of七he
Sou七h　She七1and工slands　in　86－87，　Inade　a　clus七er　analysis．

The　en七ire　surveyed　area　was　divided　in七〇　七hree　divi8io刀s　of

A，　B　and　C．　Division　A；　七he　s　exuaユ　孤a七ura七ion　s七ages　of

females　were　high，七he　body　leng七h　concen七ra七ed　co㎜only

in　aユarger　size　rεmge．　Division　B　3　七he　krill　of七he　copuユa一

七〇ry　s七ages　（3BF，うBM）　domina七ed，　七he　body　leng七h　were

be七ween　七he　division　A　and　C．　Divisi　on　C；　七he　j　uveni：Le　s七age

dolnina七ed，　七he　body　ユeng七h七end　七〇　a　sma1ユer　size　range．

　　　Combined七he　a刀alysis　wi七h　hydrographic　informa七ions，　七hey

showed　七ha七　七he　high　sexual　ma七ura七ion　s七ages　of　females　and

ユarger　size　krill　were　mainly　influenced　by七he　Bellingshausen

Sea　wa七er，　七he　juveniles　and　sInaユler　size　kri：Ll　were　affec七ed

by　七he　Weddell　Sea　wa七er，　七he　domina七ed　copuユa七〇ry　s七ages

kriユ：L　were　七he　resuユ七　〇f　mu七ual　ac七ion　and　impac七　wi七h　七he

above　七wo　sea　wa七er　and　merelly　were　七he　difference　of　grade

or　primary　and　secondary・

　　　Neighbouring　some　七rawled　si七es　of　s七a七ion　！P12　showed　tha七

七here　were　conspicuos　differences　abou七．七he　fea七ures　of

：Leng七h　frequency　dis七ribu七ions　and　sexual　ma七ura七ion　s七ages

．エn　七he　krill　shoals．　工七　sugges七ed　七ha七　七he　popuユa七ion

composi七ion　nligh七　be　changed　remarkab1：Ly　neaでby　七he　Fron七

（CWB）．
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P11

THE　AGGRE　GATED　PA｛rTERNS　OF｛PHE　AN｛［ARC聖工C　KR1玉工　

£鋼ムAND　PR工MARY　ENV工RONMENコ｝AL　AN兀LYS］S

Shihua　CHEN　　　Guifen　ZHAO　　Guanming　YAN（｝

Second　工ns七i七u七e　of　Oceεmography，　SOA，　Hangzhou　310012，

P．R．　CH工NA

　　　During七he　An七arc七ic　expedi七ion　from七he　adコec　en七　8ea

area　of七he　Sou七h　She七1and　工s：Lands　in　86コB7，　we　found七ha七

七here曾ere七hree　aggrega七ed　pa七七ems　of　七he　An七arc七ic　kri11

　星口：　1．　｛Phe　krill　shoals　dis七ribu七ed　a七　sea
subsurface　during　day　七im、e；　2．　Sca七七ered　in七〇　a　certain

dep七hs　わy　day　εmd　aggrega七ed　graduaユ1y　up　七〇　七he　s　ea　surf㏄e

by　nigh七；う．　Dis七ribu七ed　co皿only　shallower　sea　wa七er

whenever　by　day　or　nigh七・

　　　For七he　ver七ical　dis七ribu七ion，七he　dep七hs　of　pa七七erns

l　and　2　seemed七〇　re工a七e　wi七h七he七hermocline　or　haユocline

dep七hs　and　ユived　in　a　narrow　七e皿pera七ure　range．　We　co皿pared

七he　differen七　years　and　sa皿e　year　bu七　differen七　area七ha七

go七　a　similar　resuユ七8．　¢he　pa七セems　う　dis七ribu七ed七he　area

of　no　七hermocline，　七he　krill　shoa：Ls　had　七〇　1ive　七he　shaユ10wer

sea　surface，　t）ecaus　e　of　七he　nega七ive　surface　七empera七ure

were　s七ill　higher　七han　七he　deeper　sea　wa七er　rela七ively・

For　七he　horizon七aユ　dis七ribu七ion，　七he　loca七ion　of　higher

abundance　of　七he　krill　shoa18　0ccurred　near七he　Fron七　（CWB），

bu七　where　七he　highes七　abundance　of　七he　kriユ1　in　七his

expedi七ion　whereas　七he　s七〇mach　con七en七　in　七he　krill　showed

no七　s七ura七ion　and七heユeas七num1）er　of七heir　feeding，　whe刀

co皿pared　wi七h　o七her　areas●
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P12
工NVES！r工GA｛P工ON　OP　MOUL！P　CYCLE　OP　EUPHAUS工A　SUPERBA　DANA

IN　CONCEN田RA！P工ONS　（D，URV工LLE　SEA，　亙AS田AN！PARC田工C）

Vasily　SP工R工DONOV

A1ユーUnioγ1　Research　工nstitu七e　of　Marine　F工sherles　and

Oc　eanography　（VN工RO），　17a，

Mosoow　l　O7140，　USSR

Krasnoseユskaya　s七，．

　　　　　53　samples　of　㎞iユ1　（Euphausia　superba）　colleoted　wi七h

七he　Go㎜epoiaユ七rawユin　the　D，Urviユ1e　Sea（off七he田erre

d’Ade1エe）at　the　late　January－early　March　1989　were　in－

▽est㎏ated　on七he　mOuユ七i㎎s七age，　sex，　le㎎七h　ma加∫ity

stage　and　feed工㎎sta七e』o　stu醇moul七i㎎50－75　specimens

from　eaoh七rawl　were　examined　aooordi㎎七〇Buhholz　me七hod

（1982）with　identifi。ation。f　moulti㎎stages　ac。ordi㎎七〇
Draoh　（A，　BO，　DO　－　D3－4）．

　　　　In　au8七ral　su㎜er　as　well　as　in　austral　aute㎜the　large

oonsen七ra七ions　of　㎞ill　were　charao七erise（1　by　七he　sma11

8hare　both　of　newly　moulted㎞i11　（s七age　A，　up　to　5％）and

ready　for　moulti㎎krill（stages　D2－D3－4，　up　to　10－15％），

while　themain　part　of　㎞ill　o（3cured　七〇　be　on　BC－Dl　s七ages．

工nsummer　七he　peエ℃entage　of　七he　las七　七hree　s七ages　　varied

from　sampユe　to　sample・工n　aute㎜the　BC－stage　dis七inOtly

domin七ed　（up　七〇　50－70％）　while　七he　percen七age　of　七he　DO

stage　deox・eased　（1ess　七hen　20％）．

　　　　　Possible　prolo㎎a七ion　of　BC，　DI　s七ages　in　March

ooincides　wlth　the　increasi㎎of　the　densi七y　of㎞ill

aggrega七ions．

　　　　　The　inves七igate（100ncen七ra七ions　oonsis七ed　mainly　of

2＋　an（13＋　years　old　kri11．　工n　general　these　year－klasses

were　similar　in　moult　s七age　set　bu七　differed　sometimes　by

moulti㎎　acti▽ity．　田here　were　no　notible　dif工erences　between

maユes　and　f訓ales（alth。Ugh　the　f。rmer　Were　8canty）・

　　　　　吐eCOnneCtiOn　be七Ween　mOUlti㎎and　feedi㎎

show5七ha七before七he　eo（Usis　and　i㎜idia七ely　after　it㎞ill

does　no七feed　or　weakly　feeds．皿he　feedi㎎of　o七her　s七ages

ooouredユn　8加iユar　daiユy　rhy七㎞s．
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P13
NOTOTHEMOID　FISHES　FROM　THE　WEDDELL　SEA　AND　THEIR　HABITAT，　OBSERVED　BY
UNDERWATER　PHOTOGRAPHY　AND　TELEMSION．

Wemer　EKAU　and　Julian　GUTT
AIfred－Wegener・lnstitute　for　Polar　and　Marine　Research，　Columbusstrasse，

2850Bremerhaven，　Federal　Republic　of　Germany

　　　　　　About　3000　photographs　and　21　hours　of　video　were　used　to　analyze　and　describe　the

habitat　and　some　peculiarities　of　the　behaviour　of　high　Antarc6c　notothenioid　fish．　These

direct　observations　were　made　during　three　cruises　of　the　German　research　vessel
“ Polarstem“to　the　shelf◎f　the　Weddell　Sea．　Opera伽g　depth　onhe　vehicles　was　between　100

and　1200m．
　　　　　　ln　total，982　specimens　of　more　than　20　fish　species◎◎uld　be　identified．　The　total

area　observed　at　98　stations，　can　roughly　be　estimated　as　3000　m2　fonhe　photographs　and

12300m2　for　the　video．　The　most　abundant　species　wereΩb－with　188　and
工［皇皿一with　157　specimens　observed．　They　are　fo‖owed　by　L＿鋤

（102），ΩΩUΩ一（56），エ」」←（51）and丘［一［（41）．
Most　of　the　species　found　are　known　to　live　demersal．　But　also　benthopelagic　species　likeエ

←Ω』1幽or－§」Ωna血（18）were　found　aUhe　bottom．　While　the　real
demersal　fish（e．g．工一Ω皇n卿or工一幽D　are　resting　directly　on　the　b◎ttom，
within　or　even　on　the　benthic　organisms，　the　vide◎pictures　show，　that　benthopelagic　species

like工」皇山典or♪L」Ωna血are　swimming　s◎me　centimeters　above　the　bottom．　For　s◎me　of

the　species，　a　relation　to　the　kind　of　substratum　can　be　shown　besides　a　dependance　on　water

depth　arld　latitude．
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P14

アオメウの潜水行動
Diving　behavior　of　blue－eyed　8h898　at　Bird　I81and，　South　G60rgia

　加藤明子（早稲田大）、内藤靖彦、綿貫豊（極地研）
John　P．　Croxall（英国南極局）、伊野良夫（早稲田大）

A．　Kato（Waseda　Univ．），　Y，　Naito，　Y．　Watanuki（NIPR）
　　J．　P．　Croxall（BAS），　Y．　Ino（Waseda　Univ．）

Tiロe　depth　recorders　（TDR）　were　attached　to　two　male　blue－eyed　shags　（Phalacrocorax
atriceps）　at　Bird　lsland　on　January　1989　to　study　their　diving　Pattern．　The　record

of　TDRs　indicated　two　dive　types，　deep　type　and　shallow　type．　The　田ean　dePth　of　deep
type　dives　of　two　birds　i8　93．2±13．2，　80．0±11．0皿　（田ax．　116．1，　96．0田）．　The　団ean

dive　duration　is　4．1±0．6，　2．8±0．5　皿inu』tes．（皿ax．　5．2，　4．2　阻in．）．　They　dived　to

certain　depth　directly　and　stayed　botto皿　for　1．9±0．5，　1．4±0．5　ロin．　（ロax．　3．1，　2．7

田in，）．　This　longer　duration　at　bottoロ　and　flat　botto皿　dive　profiles　suggest　that

they　foraged　at　the　sea　bottoロ．　Their　diving　occured　between　10：00　and　20：00，

アオメウBlue－eyed　Shag（Phalacrocorax

atriceps）は主にチリ南部から南極半島の島

唄域で繁殖する飛翔性の海鳥で、採餌は潜水

によって行っている。現在までのところ本種

の行動については水中だけでなく、コロニー

から離れているときの海上での行動について

もほとんど知られていない。本研究は動物の

潜水行動解析のために開発された超小型連続

水深記録計（TDR：Time　Depth　Recorder）を用い、

本種の潜水行動パターンを知るために行った。

〈方法〉　実験はサウス・ジロージア諸島バ

ー ド島コロニーで育雛期間中のオス2個体に

ついて行った。実験個体Aの体重は2．8kg、

Bは2．6kgであった。　TDRはアオメウの背部

にエポキシ樹脂を用い、1989年1月15日装着

した。回収は1月19、26日にそれぞれ行った。

＜結果＞　TDRからはそれぞれ99，226時間

分の記録が得られ、この間に個体A，Bはそ

れぞれ110，564回の潜水を行った。潜水には

浅い潜水（Sタイフ’）と深い潜水（Dタイプ）の2つ

のタイプがあり、今回は全潜水回数のうち約　Jan．22

70％を占めるDタイプの潜水について解析を
行った。A，　B個体それぞれの平均潜水深度層　　0

は93．7±13．2，80．0±11．Om、最大深度は　　宅

ll6．1，96．Omで、平均潜水時間は4．1±0．6，　三40

2．8±0．5分間、最大潜水時間は5．2，4．2分間　§

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0であった。このタイプの潜水は一気にある深
さまで潜るとそこでA，B個体はそれぞれ平　　　80

均1．9±0．5，1．4±0．5分間、最大で3．1，2．7

分間留まっており、全潜水時間の45．2±12．2，

48．1±11．6％を占めていた。他の中層性の餌

を食べる潜水動物に比べると底にいる時間が

かなり長く、また潜水のプロファイルに底で

の上下移動はほとんどなかった。以上のこと

からアオメウは海底で採餌を行っていると考

えられ、これは本種が底生の魚類（Notothen－

idae）の稚魚やタコを食べているという報告

と一致する。また潜水深度とバード島周辺の

海底地形から、本種はコロニーから少なくと

も8～5km離れた水深70～120mの海域で採
餌をしていると予想される。潜水は集中して

行うことが多く、1日に平均3．2回の繰り返

し潜水（ダイプバウト）を行った。一回のダ

イブバウトは平均1．41時間続き、そのあいだ

に平均14．0回の潜水を行った。ダイブバウト

は10時頃に始まって18時頃終わり、日没（20

時）後に潜水を行うことはなかった。潜水深

度、潜水時間、海底滞在時間、海面滞在時間

に日周変化はなかった。

0切
θ

1 　　　　　　　　　　　　1㍗7

Fig．　Dive　record　℃f　blue－eyed　shag
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P15

キタゾウアザラシの長期連続深潜水
　　における捕食潜水と休息潜水

Foragi㎎lmd　resti㎎dives　in　deep　c皿tinuous　dives　of　north㎝elephant　seals．

浅賀朋宏・内藤靖彦・B．J．　Le　Boeuf・A．　C．Huntley
（東水大）（極地研）　　　（加州大）　　　　　　　　（加州大）

T．　Asaga　（Tokyo　Un　iv．　Fish．）　Y．　甑ito　（NIPR）　B．　J．　Le　Boeuf　（UCSC）

A．C．　Huntley（UCSC）

The　frequency　and　te田poral　aspects　of　5　distinguishable　dive　types　in　the　2．5　田onth　dive　records　of

three　post－1actati㎎f㎝ale　northern　elephant　seals，｝ごan　stirostris，　were　exa阻ined　to
elucidate　their　potential　function　Of　the　deep　continuous　dives．　Two　of　five　dive　types，　C　and　D－

type　dives，　had　re田arkable　daily　peri〔対icity．　The　lo㎎bott㎝ti凪e（about　34：0f　the　total　dive

dulration）with　associated　high　activity　s㎎gests　that　D－type　dives　relate　to　foraging．　C－type　dives

exhibit　rapid　decreas　i㎎of　descent　fro田about　200血and　no　jagged　profile　activity．　The　daily　dive

frequen（W　of　C　and　D－type　dives　showed　inversely　relation．　This　suggests　t』t　C」type　divesロay

relate　to　sleep　or　have　the　fmction　to　control　their　metabolis皿．

［緒言］キタタゾウアザラシ（U⊥LΩ皿且a　虹ヒ

ustirostris）の成熟雌は、繁殖を終了後採餌
のために海洋で2．5カ月生活をし、この間長期
連続深潜水をする（Naito　et　al．1989）。こ　　o
の期間中、10分以上水面に滞在しているごと
は希で、期閻中の約90～95％を水面下で常時
鉛直遊泳移動を行っている。従って捕食だけ　　200
ではなく、睡眠や休息の側面から本種の潜水
行動を解析することは、海洋生活における工　亘
ネルギー収支問題観点からも興味ある課題で　言4。o
ある．今回は、この様な観点から潜水記録を　8
潜水プロファイル毎に分類し解析を行い、潜
水の持つ機能を明らかにすることを試みた。　　600
［方法］1988年2月、カリフォルニア沿岸の
A五〇Nuevo島で行われた繁殖終了後のキタゾウ
アザラシの成熟雌への連続水深記録計装着実　　800
験（Le　Boeufet　aL　1989）から得られた3個
体、約12，000回の潜水記録をA－Eの5っのプ
ロファイルに分類し、各タイプの日周性や相
関性にっいての解析を行った。
［結果］潜水頻度に顕著な日周性が3個体に
共通してみられた潜水タイプは、A－Eのうち
のCとDタイプの濃水であった。Dタイプ潜水は、
平均520ロの水深へ1．O伽／sで潜行し、6．7分間
潜水底部付近で上下運動を繰り返した後、2．
2田／sで浮上するプロファイルを持っ．Dタイプ
潜水は全ての個体で最も高い頻度で出現し、
全潜水の80．2～87．3％を占め、記録期間中は
毎日途切れることなく出現した。また、Dタイ
ブの潜水深度は一定期間、同一深度で連続す
る傾向がみられた．このタイプは、昼間に比
べ夜間に潜水頻度が高くなり、潜水深度と溜
水持続時間は夜間に減少した．Cタイプ潜水は
平均210血の深度にL1鼠／sで潜行し、そののち
0．3口／sに潜行速度を減少させ、平均452田に達す

るとすぐに1．麺／sで浮上するプロファイルを
持っ．減少した潜行速度はどのタイプの潜行、
浮上速度よりも遅く、どのCタイプ潜水におい
ても安定した潜行速度を示した。このタイプ
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はほぼ毎日、また2～20回の連続性を持って
出現した。潜水深度や潜水持続時間に顕著な
日周性はみられなかった。Cタイプ潜水とDタ
イプ潜水の潜水頻度の日周性を比較してみる
と、各個体ともDタイプ潜水の減少する時間帯
にCタイプ潜水が増加する傾向がみられた．0
タイプ潜水は、潜水底部における上下運動や、
夜間の潜水頻度の増加と潜水深度の減少、一
定期間の同一深度への潜水がみられたことか
ら、夜間特定の深度に浮上する中層性の餌と
関係した捕食潜水であると考えられる．一方、
Cタイプ潜水はDタイプ潜水の減少する時間帯
に多く出現すること、潜行時にある水深から
急激に潜行速度が減少すること、潜水底部で
の上下運動がみられないことから、睡眠又は
代謝調整に関係する機能を持っ潜水であるこ
とが考えられる。

一 73一



The　Twelfth　Symposium

　　　　　　on

　　　and

National　Institute　of　Polar　Research

　　　　　Tokyo

　　　December　6・8，1989


