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Abstract Symbiotic relationships of marine zooplankton, ranging from protozoans to

ichtyoplankton, are briefly reviewed. Marine symbionts range from loose associates through

parasites s.s. to parasitoids. Symbionts include protozoans, diatoms, fungi, and a wide variety

of metazoans such as trematodes, cestodes, nematodes, acanthocephalans, polychaetes, and

crustaceans. Host zooplankton infected by parasites s.s. can be classified into three categories:

intermediate host, final host and paratenic (transport) host. Parasitism often causes morpho-

logical, physiological and behavioral changes of host organisms. Recent studies have revealed

that some ect0- and endo-parasitic dinoflagellates, ciliates and fungi, which have never been

studied m detail in Japan, greatly influence the population dynamics of host zooplankton such

as tintmnids, cladocerans, and copepods. However, most of symbiotic relationships are poorly

understood, because of difficulties in culturing the hosts and of complexities of the parasites

life cycles. Recently found parasites on zooplankton, such as tantulocaridans, typholoscolecid

polychaetes and pycnogomds are also introduced.
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緒　　　言

海洋動物プランクトン.に寄生する生物の存在は古くか

ら知られていた.宿主としては原生動物から脊索動物ま

で多岐にわたり,寄生生物としては菌類,藻類,原生動

物から甲殻類と様々である(Ho　&　Perkins 1985,

Th色odorid色s 1989, Nagasawa 1991).動物プランクト

ンが寄生生物に宿主として利用される形態も多様で,終

宿主,中間宿主(延長中間(-待枝)宿主を含む),運搬宿

主として利用されるもの,偏利共生から捕食寄生を受け

るもの,また,寄生を受ける場所が体あるいは細胞の外

部か内部か,内部寄生虫の場合には消化管内か体腔内か,

などの違いもある.こうした寄生生物により,宿主の形

態,行動が変化したり(Ho&Perkins 1985, Ianoraetal.

1987),宿主の個体群に高い死亡率がもたらされたりす

る場合があることも知られるようになった(例えば

Kimmerer & McKinnon 1990).

海洋動物プランクトンの寄生生物の研究は出現記録や

分類学的研究が中心であり,寄生生物の生活史,宿主に

対する影響に踏み込んだものは非常に少ない.この理由

としては宿主の飼育が因稚なこと,宿主,寄生生物の生

活史が複雑なことなどがあげられる(Ho　&　Perkins

1985).ただし,カイアシ類,オキアミ類の寄生虫に関

しては水産学上の重要性もあり,また,カイアシ類の飼
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青はある程度可能なために比較的研究が進んでいる

(Sewell 1951, Marshall & Orr 1955, Anderson 1975,

Ho & Perkins 1985, Avdeev & Vagin 1987, Ianora et

al. 1987, Kimmerer & MacKinnon 1990, Capnulo et

al. 1991,Weissman et al. 1993, Uye & Murase 1997).

1989年にTheodorid色Sが動物プランクトンの寄生生物に

関して総説を発表したが,宿主と寄生生物の柱間関係を

中心に論じたもので,福主やその個体群に与える影響,

寄生生物の生活史などについては当時,知見が少なかっ

た.しかし,寄生性渦鞭毛虫類や菌類は捕食寄生者とし

て有鐘繊毛虫類やカイアシ類の個体群に深刻な影響を与

えていることが徐々にわかってきた(Reがield　&

Vincent 1979, Ianora et al. 1987, 1990, Burns 1989,

Coats & Heisler 1989, Kimmerer & McKinnon 1990,

Weissman et al. 1993上　本稿では,過去の総説やモノ

グラフ(Sewell 1951, Marshall & Orr 1955, Shimazu

1971,1972,1978,1982,嶋津1975a,b,c,影井1979a,b, Ho

& Perkins 1985, Cachon & Cachon 1987, Theodond色S

1989, Nagasawa 1991, Shields 1994)をもとに,著者ら

の新知見も加え,海洋動物プランクトンの寄生生物を紹

介する.なお,本稿ではプランクトン学の立場から,宿

主となる動物プランクトンの各分類群ごとに寄生生物を

扱った.寄生生物は真核生物のみを対象とし,渦鞭毛虫

(荏)類は原生動物として,珪藻類は植物として扱った.

原生動物

原生動物自身も他の原生動物に寄生される.特に渦鞭

毛虫類は,放散虫類Radiolaria,アカンサリア類Acan-

tharia,有礼虫類Foraminiferida,滴鞭毛虫類Dinoflag-

ellida,繊毛虫類Ciliophoraに幅広く寄生する(Fig. 1A

-O.寄生性渦鞭毛虫類の種類;生活史,宿主特異性

はDrebes (1984), Cachon & Cachon (1987), Shields

(1994)によってまとめられているが,生活史の全貌,

有性生殖の有無などに関しては十分に解明されていない

のが現状である. Table lには寄生性渦鞭毛虫類とそれ

らの宿主を示す.宿主特異性に関しては, Myズodimum

pipiensのようにブラシノ藻類Halosphaera属のみを宿主

とするものから, Amoebophrya ceratii{Fig. 1C参照)

のように,殻の有無,自家あるいは他家栄養性かにかか

わらず,渦鞭毛虫類ならなんでも寄生するようなものま

で様々である(Drebes 1984).また, Amoebophyrya属

のある種は他の寄生性渦鞭毛虫類(尾虫類に寄生する

Oodinium属やAmoebophrya属の他種)に二重寄生(hyper-

parasitism)する(Drebes 1984).宿主に対する影響も様々

である.放散虫類Collozoum属に寄生するSyndinium

属は異形胞子を放出する際に栢主を破壊する.

(Th色odorid色s 1989).一方,有孔虫Hastigerina pelagica

の嚢胞(bubble capsule)表面に付着するDissodinium

elegansは独立に生活できる能力もあるが,付着した時

には相互に栄養の交換をすることが示唆されている相利

共生的な関係もある(Alldredge & Jones 1973).

有鐘繊毛虫類に内部寄生する渦鞭毛虫Dubosquella

cachoni{Fig. 1A参照)の宿主に対する影響については

詳しい野外調査結果がある.チェサピーク湾では夏期に

有鐘繊毛虫Eutintinnus pectinisが103 cells 1-L以上の高

い個体群密度に達した時,この渦鞭毛虫に寄生された有

鑓繊毛虫の割合が20-50%にも至り, 1 []当たり7-24

%の個体群密度の減耗をもたらす.この減耗速度はこの

湾における主な粒子食性カイアシ類Acartia tonsaによ

る捕食による減耗にも匹敵する(Coats & Heisler 1989).

渦鞭毛虫類に幅広く寄生する渦鞭毛虫Amoebophrya

ceratuは貝毒を引き起こすGonyaulax catenellaに対し

て宿主選択性を示し,北東太平洋では30-40%の個体が

寄生を受けていたという(Taylor 1968).寄生性渦鞭毛

虫が有毒渦鞭毛虫類などの増殖を抑える可能性が指摘さ

れている(Drebes 1984).

刺胞動物

渦鞭毛虫Protoodinium chattoniがヒドロ虫コップク

ラゲPodocoryne minimaに, Cachonella paradoxa

(Fig. IB), Stylodinium gastrophilwnが様々な管クラ

ゲ類に外部寄生する(Theodorides 1989).また,マクム

シ類Trypanophis属は管クラゲに寄生する(Theodorid色S

1989).

外洋,沿岸域では数多くのクラゲノミがクラゲやその

他の動物プランクトン(有櫛動物,翼足類,タリア類,

放散虫類)に寄生することが知られている　Laval 1980).

クラゲノミが未成熟な段階では宿主の組織を直接摂食し

たり,クラゲが捕獲した餌を横取りすることが観察され

ているが,成体になると宿主そのものを捕食してしまう

場合が多い(Laval 1980).ヨコエビMetopa spp.がヒド

ロクラゲ類に外部寄生してクラゲの分泌物などを摂取し

ていることも観察されている　Vader 1972).

中層性鉢虫Periphylla periphyllaにウミ　グモ

Pallenopsis scopariaが外部寄生し,その成体は触手を,

幼体は卵巣,放射管内容物を摂食する(Child　&

Harbison 1986).

このほか,ポユキロストム自力イアシ類Paramacrochiron
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Fig. 1. Parasites of zooplankton. Al-6. Sporogenetic process of endoparasitic dinoflagellate Duboscquella aspida

infesting a tintinnid. (1-3) escape from host, (4,5) chain of sporocysts is formed, one of which is larger than

others due to the presence of food vacuole, (6) sporocysts moving with flagella leave host lorica and give rise

to dinospores (from Cachon & Cachon 1987); B. Trophont of ectoparasitic dinoflagellate Cachonella paradoxa

infesting swimming bell of siphonopores; C. Trophont of endoparasitic dinoflagellate Amoebophrya with inner

cavity (mastigocoel) and anterior aperture (from Cachon　&　Cachon 1987); D. Ectoparasitic copepod

Paramacrochiron japonicum from scyphozoan medusa Thysanostoma thysanura (from Humes 1970); E.

Endoparasitic copepod Nannallecto fusii from pteropod P九neumodermopsis paucidens (from Stock 1973); F.

Ectoparasitic polychaete Typhloscolex sp. (arrowed) from chaetognath Eukrohnia hamata (from Oresland &

Pleijel 1991). Citations are permitted from: Blackwell Scientific Publications (A-C); Dr. Arthur G. Humes

(D); Zoological Museum of University of Amsterdam (E); Springer-Verlag (F).
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Table 1. Dinoflagellates infesting zooplankton (based on Drebes 1984, 1988; Cachon & Cachon 1987;

Theodorides 1989, Shields 1994).

Parasite Host Characters

Blast odimda

Blast odimdae

Blast odlmum

Prot oodimdae

Prot oodinium

Apodimdae

Apodmium

Haplozoomdae

Haplozoon

Oodimdae

Oodinium

A myloodinium

Crepidoodinium

Piscin o o dim um

Chytnodimdae

Chytnodinium

Dissodinium

Schizochytnodinium

Syit odinium

Diplomorphidae

Cachonella

Duboscquodimda

Amoebophryidae

A moebophrッa

Duboscuelhdae

Duboscquella

Duboscquodmium

Keppeno dini um

Spaenpandae

Spaeripara

A tlant icellodinium

Syndimda

Syndimdae

Actinodinium

Atelodinwm

Syndi ni um

Solenodinium

Icht hyodini um

Co chl osyndini um

Merodinium

Tryanodinium

Copepods

Cm d arians

Appendiculanans

Polychaetes

Appendiculanans, chaetognaths,

fish eggs

Fish eggs & juveniles

Fish eggs

Fish eggs

Copepod & euphausid eggs

Copepod eggs

Copepod eggs

Copepod eggs

Siphonophorans

Dinoflagellates, radiolanans,

acantharians, apostome ciliates,

siphonophores, chaetognaths

Tintinmds, dinoflageliates

Tintinnids, radiolarians, acantharians

Radiolarians, acanthanans

Appendicularians

Phaeodanans

Copepods

Copepods

Radiolarians, appendicularians,

copepods

Radiolarians

Fish eggs

Copepods

Radiolanans

Crustacean eggs

Extra-cellular, gradual

modifications of morphology

between free-living and parasitic

dmoflagellates

Intra- and extra-cellular, cells

colorless and not armed with a

theca or cell wall

Intra-cellular, cells colorless,

armed with a thin

polysaccharidic cell coat with

sub-pellicular flat vesicles but no

plates
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局(Fig. ID)などが鉢クラゲ類に外部寄生することが知

られる(Humes 1970).コエビLatreutes anoplonyxな

どが鉢クラゲ類,特に根ロクラゲ類(ビゼンクラゲ

Rhopilema esculentaなど)に付着するが,共生なのか

捕食のためなのかに関しては詳しくわかっていない

(Bruce 1972).

後鯉類のPhylliroe属の幼体はスズフリクラゲZanclea

属に特異的に寄生し,傘内面に付着して放射管や口柄を

捕食する(Lalli & Gilmer 1989). Cephalopyge属はナ

ガヨウラククラゲNanomia属に特異的に寄生し,触手,

個虫あるいはコロニー全体を捕食する(Lalli & Gilmer

1989).

iHl巨n^

クシクラゲ類のコスモポリタン種であるPleurobrachia

pileusには,吸虫類,線虫類の幼虫や甲殻類ヤドリムシ

類のエビカリディア幼生が内部寄生している(Boyle

1966, Yip 1984).なお,Yip (1984)のFig.4に掲載されて

いるのはミクロニスクス幼生(miktoniscusと誤った名

称で記述されている)ではなく,エビカリディア幼生で

ある.吸虫類ではHemiurus communis, Lecithicladium

exasum, Opechona bacillaris, Tergestia agnostomi.

Pseudocreadium sp., Tergestia agnostomi, Didymo-

zoidaeのメタセルカリアが水管系,特に咽頭部に,線虫

類CoJかacaecum属の幼虫は中搭内に内部寄生する.吸

虫類は餌動物を介して感染したのに対して,線虫類に関

してはその卵か貯化した幼虫を直接飲み込んだために感

染したと推定されている.

Opechona bacillarisはPleurobrachia pileusを中間宿

主として利用し,終宿主はサバ類Scomber scombrusな

どであるが,クシクラゲ-の寄生率はアイルランド西部

では夏に40%を超えることもある(Yip 1984).大型の

クシクラゲにより多く寄生が見られ,長さが1mm以下

の個体には寄生が見られなかった.

ワムシ類

ワッデン海において, Synchaeta sp.の卵に外部寄生

する渦鞭毛虫Syltodinium listiiが約90分で細胞を吸収

してしまうことが報告されている(Drebes 1988).

環形動物(多毛類)

渦鞭毛虫類Haplozoon属が底生性,浮遊性多毛類の消

化管内に寄生し, Oodinium属数種がウキゴカイ科Alciop-

idaeに寄生する(Theodoridとs 1989).また,ウキゴカイ

科の体腔内,消化管内にはGonospora, Lecudina,

Polyrhabdina属などのグレガリナ類が見つかっている

(Thedorid占s 1989).

軟体動物

アサガオガイ属Janthinaはペンネラ科Pennellidaeの

Cardiodectes属の中間宿主になっており,成体,幼体が

外套腔から発見されるほか,カリムス期は鯉に付着する.

このカイアシ類の寄生率は西インド諸島では非常に高い

(Lalli & Gilmer 1989).また, Tetraphyllidea目条虫

の助虫,吸虫Lecithocladium sp.のメタセルカリアが内

部寄生しており,殻にはエボシガイ類Lepas属やヒドロ

虫Laomedea geniculataのポリプのコロニーが発見され

るが,種特異性はない(Lalli & Gilmer 1989).

異足類クチキレウキガイ科Atlantidae,ゾウクラゲ科

Carinariidae,ハダカゾウクラゲ科Pterotracheidaeに

は鞭毛虫類,繊毛虫類,グレガリナ類,吸虫類,カイア

シ類などが内・外部寄生している(Lalli　&　Gilmer.

1989, Theodoridとs 1989).

有殻翼足類Clio, Diacria, Cuvierina, Cavolinaなど

の属の一部の殻にCampaniclava属, Kinetocodium属の

ヒドロポリプが種特異的に付着することが知られている

が,その原因については不明である(Lalli &　Gilmer

1989.ヒドロポリプは捕食者から貝を守る働きがある

一方,これらの貝の摂餅用網にかかった食物を奪い,遊

泳行動の妨げになる(Lalli & Gilmer 1989).また,こ

れらの属はペンネラ科カイアシ類Cardiodectes

medusaeusの中間宿主になっており,寄生率は高く, 25

-79%にも及ぶ.このカイアシ類はコペボディツド期で

貝の外套腔に侵入し,カリムス期を経て,交尾後に最終

宿主(ハダカイワシ類)を求めて外套腔から出る(Perkins

1983, Lalli & Gilmer 1989).

このほか,無殻巽足類Pneumoderma pygmaeumの

「翼」の部分に寄生するMicrallecto uncinata,

Notobranchaea macdonaldiに内部寄生するPteroxena

papilllfera, Nannallecto fusii (寄生部位は記述されて

いない)(Fig. IE)などのカイアシ類が報告されている

(Stock 1971,1973, Stock & van der Spoel 1976).

甲　殻　類

根　角　類
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黒海でPenilia auirostrisが菌類Hypochytrium

peniliaeによって大量へい死したことが報告されている

(Artemchuk & Zelezinskaya 1969).また,子嚢菌類

Monospora, Dispora属が同校角類の病因となっている

(Theodoridとs 1989).淡水性枝角類の寄生生物相,生

態,宿主に対する影響はGreen(1974)によってまとめら

れているが,ある種の菌類やワムシ類などの付着生物に

よって卵や血液の生産が阻害され死に至ることもある.

カイアシ類

Sewell(1951), Marshall & Orr(1955), Ho & Perkins

(1985), Theodorides (1989)によってカイアシ類の寄生

生物相がまとめれている.外部寄生生物には繊毛虫類,

珪藻類,菌類,ヤドリムシ類,内部寄生生物には渦鞭毛

虫類,グレガリナ類や吸虫類,条虫類,線虫類などの幼

虫が知られる.外部寄生性繊毛虫の周口類,吸管虫類,

隔口類や内部寄生性渦鞭毛虫は宿主に様々な影響を与え

ていることが推定されている.

ワッデン海に生息する渦鞭毛虫Dissodinium

pseudolunulaとSyltodinium listiiはカイアシ類Acartia

sp., Pseudocalanus elongatus, Temora longicornisさ

o

車
▲
l
 
I
・

らにワムシSynchaeta sp.などの卵に外部寄生し,約90

分ほどで内容物を吸収してしまう.それらの生活史は休

眠胞子形成過程の部分を除いてほぼ解明されている

(Drebes 1984, 1988). Dissodinium pseudolunulaは様々

なカイアシ類の卵に寄生するが, Centropages hamatus

のように卵の表面に多数の棟があるものは寄生を受けな

い(Drebes 1984).グリーンランド沖からはCalanus

glacialisや　C.hyperboreusの　卵　に　寄　生　す　る

Schizochytriodinium calaniの複雑な生活史(Fig. 2)が

報告されている(Elbrahter 1988).まず,渦鞭毛胞子

(dinospore)がカイアシ類の卵に付着して,細胞質を伸

長させた吸引小器官によって卵内容物を吸収して成長し,

一次シスト(primary cyst-trophont)を形成する.～

次シスト内で3-4つの二次シスト(secondary cyst)が形

成され,これが順次水中に放出される.二次シストはシ

スト内で2分裂を繰り返して(palintomy),多数の渦鞭

毛胞子を形成し,これが水中に放出される.

Dissodinium属もカイアシ類の卵内に寄生するが,生活

史はSchizochytriodiniumと異なり,一次シストは成長

すると宿主から離脱し,核分裂をした後に細胞質分裂を

起こして,一次シスト内で二次シストが形成され,すべ

ての二次シストが形成されてから水中へ放出される

A

Fig. 2. Life cycle of dinoflagellate Schizochytriodinium calani infesting copepod eggs. (A) Dinospore

infesting copepod egg with peduncle-like organelle, and then gradually losing its shape and becom-

ing spherical (primary cyst - trophont), (B) peduncle-or草anelle increasing in sきze and forming
proboscis-like elongation at the end, (C) cytoplasm division starting within primary cyst, (D)

wall of primary cyst ruptured, secondary cyst liberated from primary cyst floating free in the

一ater,駐F) 3 or 4 secondary cysts released from primary cyst after rupture of cell wall, (G-H)
inside each secondary cyst up to 256 dinospores formed by palintomy, (I) Gymnodinium- or

Gyrodinium-like dinospore released from secondary cyst (redrawn from Elbrahter 1988).
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Fig. 3. Seasonal pattern of endoparasitic dinoflagellate Atelodinium-induced mortality of adult

females of Paracalanus indicus from Port Phillip Bay, Australia (from Kimmerer & McKinnon

1990, with permission of Springer-Verlag).

(Elbrahter 1988).

渦鞭毛虫類Blastodinium属はCalanus属などの消化

管に内部寄生するが,北海では寄生率が66%にも及ぶこ

とがある(Marshall &　Orr 1955).また,南極産

Paraeuchaeta antarcticaの消化管にもこの属が寄生す

るが,摂食を行わない成体雄には寄生が見られなかった

ので,渦鞭毛胞子が食物とともに消化管内に取り込まれ

た可能性が指摘されている(Oresland 1991).

最近,渦鞭毛虫類による内部寄生がカイアシ類の個体

群に深刻な影響を与えることが報告された.渦鞭毛虫

Atelodinium sp.はオーストラリアのポートフィリップ

湾に産するParacalanus indicusの成体雌に特異的に内

部寄生するが(口器や消化管が退化して摂食を行わない

成体雄にはまったく寄生しない),成体雌に対する寄生

率は0-28.5%(平均6.2%),個体群内での成体雌の死亡

率は平均で7%d',最大で41%dlにも達する(Fig. 3).

この平均死亡率においては死因の約1/3に相当すると推

定Eされた(Kimmerer & McKinnon 1990).地中海にお

いても,同様の結果が報告ざれている. Ianora et al.

(1987, 1990)は,渦鞭毛虫Syndinium sp.はParacalanus

parvusの体腔内に寄生して内臓を破壊して宿主を死に

至らしめ,その寄生率はコペボディツド幼体では最高30

%,成体雌では8%であったが. P. indicus同様に成体

雄にはまったく寄生していないことを報告している.こ

の鞭毛虫の寄生率が高まるのは個体群密度が高い時期と

一致していた.さらに彼らは,この渦鞭毛虫の寄生によ

り間性が誘発される(第5胸肢が両性の形態的特徴を備え

る)ことも推定した.

エロビオブシス科Ellobiopsidae (Fig. 4C)は分類学的

所属のはっきりしない原生動物である.外部寄生とされ

ていたが,厳密には内部寄生である(Theodorid色s 1989)

(Fig. 4Cの矢印のように栄養を宿主より吸収する管が上

顎基節内部に伸長している).エロビオブシス類は様々

な外洋性カイアシ類をはじめ,アミ類,クラゲノミ類,

オキアミ類,十脚類にも寄生するが,カイアシ類には

Ellobiopsis属3種が寄生する(Shields 1994). Fig. 4C

は北太平洋から採集されたカラヌス科Calanidaeのコペ

ボディツド期幼体の上顎に寄生したEllobiopsis

chattoniであるが,付着した部位の上顎内肢が完全に欠

損している.これは寄生が少なくとも前の成長段階で起

こり,脱皮の際にも離脱しなかったためと推定される.

Eurytemora affinisの幼生～成体の体表に付着する

繊毛虫(種名不明)は,ノープリウス幼生の遊泳運動を著

しく妨げるため,この時期の生残率にのみ深刻な影響を

及ぼし,野外で観察されるカイアシ類の個体群の衰退原

因の1つになっていることが示唆された(Heerkloss et

al. 1990).周口類Zoothamnium属はAcartia, Centro-

pages, Eurytemora, Pleuromamma属などのカイアシ

類の体表に付着する.東京湾に産するCentropages

abdominalisの体表-のZoothamnium sp.の寄生率は季

節性が明瞭で, 3月に最高約40%に達した後,急激に減

少するが,この原因としては繊毛虫の付着によってカイ

アシ類が捕食されやすくなったこと,自然死亡率が高く

なったことが推定されている(Nagasawa 1986b).同様

に,周口類Rhabdostyla sp.がAcartia hudsonicaの体

表に外部寄生するが,それによってノープリウス幼生の
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Fig. 4. Parasites of copepods. A. Micromscid larva

of epicaridean isopod on Paracalαnus parvus s.l.

from the Seto Inland Sea, aggregation of apostome

ciliates near bases of legs indicated by arrow; B.

Apostome ciliates (arrowed) , magnification of A; C.

Ellobiopsis chattoni on madibular palp of Calanidae

sp. copepodid stage from North Pacific, "root indicated

by arrow; D. Endoparasitic dinoflagellate Syndintum
(?), viewed from dorsal side of prosome of

Paracalanus parvus s.L from the Seto Inland Sea.

scales - 100 //m (A,C): 20 f*m (B,D).

生残率が悪化したり.産卵速度が低下する(Weissman

ctal. 1993).また,この繊毛虫の寄生によりカイアシ

類の沈降速度が有意に遅くなって(非寄生個体の平均沈

降速度0.80 mm sl;寄生個体0.49 mm sl)捕食され

やすくなるため,カイアシ類個体群の衰退あるいは再生

産に影響していることが示唆された(Weissman et al.

1993).汽水性カイアシ類Acartia tonsaの体表に外部寄

生するEpistylis sp.によってクチクラが損傷を受け.こ

の損傷部位から栄養の供給を受けたと考えられるバクテ

リアのコロニーが観察されている(Turner et al. 1979).

淡水域に生息するBoeckella triarticulataは体表に周口

類Epistylis daphniaeが付着しても,食物となる鞭毛虫

類が豊富な場合には成体の生残や生殖にはなんら影響を

受けないが,不足した場合には短命になること(この原

因としては餅の髄合や遊泳に負荷がかかるため)が室内

実験で明らかになった(Xu & Burns 1991).

開口頼Vampyrophrya pelagicaは浮遊性カイアシ類

の体表上でシストを形成するが.カイアシ類がヤムシ類

などの無脊椎動物に捕食されたり.カイアシ頬の体が破

壊されたりするとシストからでて,カイアシ類の組織を

摂食し始める(Grimes 1980)(Figs 4A.B.6D参照).

等脚類ヤドリムシ亜日耳picarideaの中でエビヤドリム

シ科Bopyridaeは生活史が解明されている. 3つの幼生

期のうち初期のエビカリディア幼生とミクロニスクス幼

坐(Fig. 4A)がカラヌス自力イアシ類の体表に外部寄生

し.前後のクリプトニスクス幼生はカイアシ類を維れて

終宿主としてエビ類,異尾類,カニ類に寄生する(布村

1995, Owen & Rothlisberg 1995).オーストラリアの

カーペンタリア湾では14種のカイアシ類にクリプトニス

クス幼生の寄生が見られたが.特にCanthocalanus

pauper, Paraeuchaeta concinnaが宿主として重要であっ

た(Owen　&　Rothiisberg 1995). Acartia tonsaは

Probopyrus pandalicolaのミクロニスクス幼生の寄生

を受けると酸素消費速度が減少する(Anderson 1975).

また.瀬戸内海に生息するCalanus sinicusの成体雌は

ミクロニスクス幼生に寄生されると産卵速度が顕著に低

下し,寄生を受けていない雌が1.3一-26.8eggs femalel d"1

であったのに対して0-0.7eggs female-　dlになった

(Uye & Murase 1997).しかし.成体雌への寄生率は

せいぜい0.6%に過ぎないので,個体群への影響は少な

いと考えられている.

&近.発見された外部寄生虫として甲殻類ヒメヤドリ

エビ亜榊Tantulocaridaがある.このヒメヤドリエビは.

カイアシ類では近底屈性カラヌス目,ミソフリア臼に寄

生するが,クマ幾,ウミホタル類にも寄生する種がいる

(Huys et al. 1992, 1994,大塚1997).この寄生により,

宿主の脱皮抑制が起こる可能性が指摘されている(Huys

et al. 1994).

淡水性カイアシ類であるが,菌類の寄生が個体群に大

きな影響を及ぼしている例が報告されている. Red field

& Vincent (1979)は,カリフォルニアの湖において.

Lagenidium属と考えられる菌類はカイアシ類

Diaptomus novamexicanusの卵塊に特異的に寄生して

卵細胞を吸収して死に至らしめるため,カイアシ類の再

加入が山大48.4%減少すると推定し,捕食による死亡よ

り影響が大きいと結論した.また.ニュージーランドの

湖においては菌類Aphanomyces sp.がカイアシ類

Boeckella属3種の卵塊に寄生し,個体群の出生率を殺

大48.8%も減少させることも報告された(Burns 1989).

このように淡水域では薗規の寄生が個体群に相当影響を
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与えることが明らかになっている.海洋でも,菌類

Metschnikowia sp.が約0calanus plumchrusに寄生し

ていることが報告されており,感染を受けると組織が破

壊され, 5-10日で死に至るという報告があり(Seki &

Fulton 1969), Clausocalan甲s pergensの成体雌もポウ

フラキン科Coelomomycetaceaeによって体内組織が破

壊され,不妊になることが報告されている(Ianora et

al. 1990).海産菌類の寄生による個体群への影響は今

後,特に研究が必要な分野と考えられる.

羽状目珪藻類が様々な浅海性カイアシ類の体表に種特

異的に付着している現象が知られている.カイアシ類に

はほとんど利点がない偏利共生の例と考えられ,カイア

シ類の移動によって栄養塩の供給が安定化する,沈降を

免れて光合成に都合のよい浅海に留まることができる,

カイアシ類の排壮物を利用する,などが珪藻類にとって

有利な点と考えられている(Hiromi et al. 1985,大塚

ほか未発表).また,カイアシ類の交尾行動によって珪

藻が他個体へ感染していくことが確かめられている

(Russel & Norris 1971,大塚ほか未発表).

カイムシ頬

ウミホタルVargula hilgendorfiiの外部寄生生物とし

ては, Blastodinidaeに属する鞭毛虫類が付属肢,醍,

交尾器などに付着する(Vannier & Abe 1993).

背甲内には等脚類のウミホタルガクレOnisocryptus

ovalisのクリプトニスクス幼生あるいは雄が外部寄生す

る(Vannier & Abe 1993).ウミホタルガクレは雄より

も雌のウミホタルにより高頻度で寄生し,寄生を受けた

ウミホタルは不妊になる可能性が指摘されている

(Vannier & Abe 1993).水深500-4500mから採集され

たVargula属, Metauargula属には別稜O. sagittusが

寄生し,浅・深海から採集されたミオドコ-パ自力イム

シ類にはNicothoidaeに属する外部寄生性カイアシ類が

発見されている(Bowman　&　Kornicker 1967,1968,

Kormcker &　Bowman 1970, Vannier　&　Abe 1993,

Yoo & Lim 1996).

uKI E遜

アミ類の寄生生物相はMauchline (1980)によってま

とめられている.原生動物のエロビオブシス類

Thalassomyces spp.がロフォガスター亜目,アミ亜目

に属する様々な種の背甲,保育嚢,腹部に寄生する

(Mauchline 1980, Shields 1994).アミ亜目には吸管虫,

ツリガネムシ類,隔口類などの械毛虫が外部寄生し,グ

レガリナ類が内部寄生する(Mauchline 1980, Avdeev &

Avdeeva 1989).

最近, Hanamura & Nagasaki (1996)によって周口類

の外部寄生に関して興味深い結果が得られた.日本周辺

海域に生息するArchaeomysis属4種にはVortucellidae,

Epistylidaeに属する周口煩が主に腹肢に外部寄生する

が,北方種ほど,さらに砕波帯に生息している種ほど寄

生率が高い傾向であった{A. kokuboi　75.6%;

Archaeomys乙s. sp. 74.7%; A. vulgaris 22.3%; A. ja-

ponica 1.2%).砕波帯に生息している前3種は日中,遊

泳行動と砂に潜る行動を繰り返す行動が見られ,この行

動が周口類の寄生に関与していると彼ら嚇闘=ノた.こ

のような行動をしない同じ場所で採集されたNeomysis

属には周口類の寄生が全く見られないことからもこのこ

とが裏付けられる.

吸虫類,条虫類,線虫類の中間宿主になっているもの

もアミ亜目で数種知られる.スコットランド産

Mesopodopsis slabberiの腹部に線虫Anisakis simplex

の幼虫が内部寄生していたことが報告されている(Mak-

ings 1981).

シフォノストム自力イアシ類でNicothoidaeに属する

Mysidon属とAspidoecia属がアミ亜目のErythrops属と

Parerythrops属の保育裏,眼,背甲,腹部に外部寄生

する(Theodorid芭s 1989).同科に属するHansenulus

trebaxは北米コロンビア川汽水域に生息するNeomysis

mercedis, Alienacanthomy′sis macropsisの保育嚢内に

寄生するが,寄生率は両種とも平均約50%にも達する

(Daly & Damkaer 1986). N. mercedisの成熟雌の体

長と寄生率には正の相関があり,カイアシ類はアミ類が

脱皮をしても保育嚢内に留まることができると考えられ

る(Daly & Damkaer 1986).このカイアシ類は保育嚢

内の卵や幼体を捕食するため,アミ類の個体群密度に深

刻な影響を及ぼし,さらにはアミ類を捕食する魚類の食

性にも影響を及ぼしていることが示唆された(Daly &

Damkaer 1986, Heron & Damkaer 1986).

等脚目ヤドリムシ亜目ではAsconiscidaeやアミヤドリ

ムシ科Dajiidaeがβoreomysis, Siriella, Gastrosaccus,

Pseudomma, Mysis属などの成体雌の保育嚢あるいは

背甲に外部寄生することが知られている.特に背甲に寄

生するヤドリムシ類は採集時に容易に宿主より離脱して

しまうので,寄生率が過小評価される可能性が指摘され

ている(Mauchline 1980).瀬戸内海,南西諸島でも

Siriella属の成体雌の育房内にアミヤドリムシ類が確認

されている(大塚　未発表).この他,ヒルの1種
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Mysidobdella borealisが北大西洋産のNeomysis属およ

びMysis属に外部寄生するが,宿主特異性は高く,コクー

ン(殻に包まれた卵嚢)はアミの体表には産みつけられな

いことが室内実験から明らかになった(Burreson　&

Allen 1978).

カイアシ類やオキアミ類同様にアミ類も体表に付着珪

藻類が見られる場合がある(Mauchline 1980).

クラゲノミ栞頁

クラゲノミ類自身は刺胞動物やその他の動物プランク

トンに寄生するが,一方,その消化管には様々なグレガ

リナ類が内部寄生することが知られている(Avdeev &

Avdeeva 1989).エロビオブシスThalassomyces

marsupiがParathemisto guadichaudiiの保育妾に寄生

することも報告されている　Kane 1964).胞子が栢主に

摂食されて感染すると考えられている(Kane 1964,

Shields 1994).

オキアミ類

オキアミの寄生生物相はShimazu (1971,1972,1975a,b,

C),影井(1979a,b), Mauchline (1980)によってまとめ

られている.グレガリナCephaloidophora pacificaはナ

ンキョクオキアミEuphausia superbaの肝臓に寄生する

が,コスモナフトフ海(KOsmonavtov Sea)における寄

生率は100%に達し,高密度に寄生を受けたオキアミの

肝臓組織(1肝臓当り745個体まで検出された)は破壊され

変色することが報告されている(Avdeev & Vagin 1987).

最近,血体腔に高密度で内部寄生する隔口類繊毛虫

Collinia beringensisが発見され,ベーリング海に産す

るThysanoessa inermisに対する寄生率は68-98%にも

及び,このオキアミの生産に影響を与えることが示唆さ

れている(Capriulo　&　Small 1986, Capriulo et al.

1991).また,隔口類の休眠胞子がEuphausia, Thysano-

essa, Meganyctiphanes, Nematoscehs, Nyctiphanes

属の外部に付着しており,大型個体ほど寄生率が高いこ

とも報告されている(Lindley 1978).さらに,オキアミ

類の卵に寄生する渦鞭毛虫類Chytriodinium屈も知られ

る(Cachon　&　Cachon 1987主　エロビオブシス

Thalassomyces fageiはEuphausia属を中心に20種以上

から報告があるが,本種が寄生すると宿主の脱皮が抑制

されたり,去勢されたりする(Mauchline 1980, Shields

1994).

吸虫類のメタセルカリア,条虫類のプレロセルコイド,

釣頭虫類の幼虫も中間宿主としてオキアミ類を利用して

いる(Shimazu 1971,1972,1975a,b,1982,影井1979a,b,

Mauchline 1980主　Komaki (1970)は,駿河湾産

Euphausia similisが吸虫Pseudopecoelus japonicusの

メタセルカリアに高い割合で内部寄生され,卵巣の発達

が阻害される可能性を示唆した.

線虫類Anisakis属の幼虫がオキアミ類を中間宿主とし

て内部寄生している.この線虫類は刺身を食べたヒトに

も腹痛を起こすことが知られているが, Fig.5にその感

染経路を示す.終宿主は海棲晴乳類である(Nagasawa

1993, Koie et al. 1995). Fig. 5では, Anisakis sim-

plexは卵の中で1回脱皮した第2期幼虫として醇化し,中

間宿主に取り込まれた後,その体内で脱皮して第3期幼

虫になると示している.しかし, Koie et al (1995)は

この考えとは異なる観察結果を示し,醇化幼虫は第2期

幼虫でなく,すでに感染能力を有する第3期幼虫とした.

彼らの観察が正しければ,第3期幼虫を宿す甲殻類は中

間宿主でなく延長(-待機)中間宿主と呼ぶべきである.

影井(1979a)は,北半球の高緯度地域ではオキアミ類を

含む浮遊性甲殻類でAnisakis属の幼虫による感染が高い

のに対して,南半球では極めて稀で,特にナンキョクオ

キアミは9万個体も検査したにもかかわらず, Anisakis

の寄生はまったく見られなかったことを報告している.

そのほか,エビヤドリムシ類の幼生,微胞子虫類がそれ

ぞれ外部,内部に寄生する(Mauchline 1980, Th色odorid色S

1989.

羽状目珪藻Licmorpha abreviataがニュージーランド沖

に産するNyctiphanes australisの体表に最高50-70%

の高頻度で付着していたが,この珪藻が元来,底生性で

あるので,このオキアミが他のオキアミ類同様に近底層

に集群を形成することが示唆された(McClatchie et al.

1990).

十　脚　類

カスミエビ属Sergestesの消化管内には様々なグレガ

リナ類,カスミエビ属やスベスベチヒロエビ属

Gennadasの体腔にはコクシンジウム類などの原生動物

アピコンプレックス類が寄生する(Thedorid色s 1989).

エロビオブシス類のThalassomyces属も浮遊性コエビに

寄生する(Ho & Perkins 1985, Shields 1994).ソコシ

ラエビ属Leptochelaの血体腔から条虫Echinobothrium

sp.の幼虫も発見されている(Shimazu 1982).
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Fig. 5. Life cycle of the nematode Anisakis simplez Ll-4: first- to fourth-stage larvae; Ml-4;

first to fourth molts (from Nagasawa 1993, with permission from Tokai University Press).

A new suggestion on the life cycle of A. simpleズwas given by K¢ie et al. (1995), who

reported that a larva emerging from the egg is the third stage. If it is true, crustaceans are

not intermediate hosts but paratenic hosts.

毛顎動物

ヤムシ類の寄生虫に関してはPierrot-Bults (1990),

Nagasawa(1991)によって詳しくまとめられている.原

生動物,扇形動物,線形動物の寄生がよく知られる.潤

鞭毛虫Oodinium JordanがSagitta elegansの鰭や体に

外部寄生し,組織を破壊する(McLean & Nielsen 1989).

この寄生性渦鞭毛虫は本邦からは記録されていないが,

最近,瀬戸内海産Sagitta crassaに外部寄生する本属と

考えられるものが発見された(Fig. 6A,C;大塚ほか未

発表).グレガリナ類Lankesteria属が表層性種の消化管

内に寄生し,寄生率も種によっては50%を超えることも

ある(Nagasawa 1991).繊毛虫Metaphyrya sagittae

は多くのヤムシ類の体腔内から発見されおり, 1個体の

ヤムシに通常100細胞のオーダーで寄生するという.寄

生を受けたヤムシは形態が異常になり,生殖巣も発達し

ない.寄生率は通常1%以下である(Nagasawa 1991).

吸虫類Accacladium, Accacladocoelium, Aphanurus

ll

(Fig. 6A), Derogenes, Ectenurus, Guschanskiana,

Hemiurus, Lecithocladium, Monilicaecum, Tergestia,

Tetrichetus, Tetrochetus, Torticaecumなどの属がヤ

ムシ類を中間宿主として利用しており,これらのメタセ

ルカリアがヤムシの体腔内に通常1個体寄生する

(Shimazu 1978,1982,1991, Nagasawa 1991, Pierrot-

Bults, 1990).日本の内湾に普通に見られるSagitta

crassaにはTergestia sp.のメタセルカリアが寄生する

が,体長2.5mm以上のヤムシに限られ,本種の寄生率

は東京湾では0.8-4.7%であった(Nagasawa 1991).メ

タセルカリアの寄生により卵巣の発達が抑制される一方,

体の成長が増して巨大化する現象も報告されている

(Nagasawa 1991).大型種や大型個体ほど寄生を受け

やすい傾向があるが,これはヤムシ類の主要な餌動物で

あり,中間宿主である.カイアシ類をより多く捕食するか

らと推定されている(Nagasawa 1991).さら吸虫類の

寄生によりヤムシの体色が目立つようになり,鉛直分布

もより浅くなり,終宿主である魚類の捕食を受けやすく
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Fig. 6. Parasites of chaetognaths and copepods. A.

Metacercaria of Aphanurus sp. (Bunocotylidae)

grasping gut wall of Saguta crassa from the Seto

Inland Sea by ventral sucker, two trophonts of

ectoparasitic dinoflagellate Oodinium (?) indi-

cated by arrows; B. Sagitta crassa from the Seto

Inland Sea, normal (left) and headless (right,

arrowed) ; C. Trophont of ectoparasitic dinoflagellate

Oodinium (?) (arrowed) on Sagitta crassa; D.

Copepod ingested by Saguta cJ・山sa, in which

many unidentified protozoans　くprobably ciliates

such as Vampyrophrya pelagica) were found.

Scales - bOMm (A.C.D): lOO^m (B).

なるという(Nagasawa 1991).粂虫類四柴田Tetra-

phyllideaの幼虫もヤムシ類の体腔内にまれに見られる

が(Shimazu 1978,1982),寄生は偶発的なものと考え

られる(Nagasawa 1991).

線虫頬の幼虫もしばしばヤムシの体腔内に見られる.

黒海では,回虫目Contracaecum sp.の幼虫がSagitta

sp.の33%に寄生しており.中間橘主として重要である

ことが指摘されている(Ass 1961 in Nagasawa 1991,

Pierrot-Bults, 1990).線虫の寄生を受けたヤムシは発

青が遅延し.卵巣が未発達になる(Nagasawa 1991).

斑近,ヤムシ類の新しい外部寄生虫が報告された.商

機梅においてTyphloscolecidaeの多毛類がEukrohnia

hamataの頭部の後に付着して体液を吸うため(Fig. IF),

この寄生が原因でヤムシは頭部を損失する.いわゆる無

頭(headless)になる(Fig. 6B)ことが推定された(Ores-

land & Pleije1 1991).南極海では0.5-1.6%のヤムシ

類が多毛類に寄生されていたか,あるいは頚部を失って

いた.駿河湾産Sagitta nagae, S. pacifica,三陸沖に

おけるS. enflata, S. crassa.東京湾や瀬戸内海に産す

るS. crassaでも頭部に損傷があったり.頭部を失った

個体が見られたが(Nagasawa 1986a,大塚ほか未発表),

多毛類の捕食ないしは寄生による可能性がある.東京拷

では.鎖部を失ったS. crassaは極めて稀であるが(平均

0.2%),損傷が見られた個体は比較的高い比率-13%)

に達することがある(Nagasawa 1986a).頭部の損傷は

餌の捕獲を困錐にするので,個体群の再生産に大きな影

響を与える可能性もあることが指摘されている.

liMFWiim v)

尾　虫　類

外部あるいは内部寄生する渦鞭毛虫類が知られている

(Cachon & Cachon 1973, 1987). Oodinium fritillariae

はFritillaria属に外部寄生し.外部組織などを食作用に

よって取り込む.また, Apodinium属では外部寄生する

部位が種特異的で, A. rhi之ophorumはOikopleura馬の尾

乱A. chattoniはFritillaria属の尾部, A. mycetoides

は舟itillariaの内賠孔, A. zygorhizumは尾虫類の口部

に寄生する(Cachon & Cachon 1973). Sphaeripara

catenataおよびSyndinium oikopleuraeはそれぞれ

Fritillaria局, Oikopluera属の生殖巣に寄生し,尾虫類

の生殖巣が発達する前に寄生を受けると去勢が起こる

(Th色odorid色s 1989).

尾虫類を専食する浮遊性カイアシ類カンダシア科Can-

daciidaeの消化管内にはグレガリナ類がしばしば発見さ

れるが.カイアシ類などを捕食する他の肉食性カイアシ

類からの出現は非常に稀である(Ohtsuka & Onb色1989,

Ohtsuka 1991).したがって,尾虫類が中間楢主になっ

ている可能性がある.

タ　二mmm

渦鞭毛虫Oodinium amylaceumはサルパ類の鯉に外

部寄生し.グレガリナ類Thalicola属は消化管に内部寄
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生する(Theodorid邑s 1989).

ポユキロストムE]カイアシ頬Sapphirina angustaの

成体雌,コペボディ　ツド幼体がサルパThalia

democraticaの出水孔から侵入して内部組織を摂食する

が,成体雌なら数時間で全組織を唄い尽くすことが報告

されている　Heron 1973).これは次に述べるクラゲノ

ミ類同様に,捕食寄生の例と考えられる.

クラゲノミ類のオオダルマワシPhronima sedentariα

(タルマワシ科Phronimidae)がサルパ類の被嚢内に侵入

して組織を捕食し, 「タル」状になった被嚢の中で幼体

を保育する行動はよく知られているが,この他にも,ヘ

ラウミノミ科Vibiliidae,クラゲノミ科Hyperiidae,マ

ルオウミノミ科Phrosinidae,カミソリウミノミ科Ly-

caeidaeに属する種がタリア類に寄生する　Laval 1980).

クラゲノミ類が成体に達すると通常,宿主が完全に捕食

されてしまうので,捕食寄生とみなした方が妥当である

(Laval 1980).

魚　　　類

イワシ類,キュウリエソ類の卵,仔魚の卵黄に内部寄

生する渦鞭毛虫Ichthyodium chabelardiが知られる

(Lorn 1981).本種の大西洋産イワシ類Saridna

pilchardusの卵-の寄生率は30-80%に及ぶ場合があり,

寄生を受けた卵は仔魚の段階で死に至る.

渦軍使毛虫Amyloodinium ocellatumは様々な稚魚の鯉

に外部寄生するが,合衆国ではその寄生によってハタ科

のMorone saズatilisの養殖が大被害を被ったことがある

(Lawler 1980).

幼生プランクトン

卵菌類クサリフクロカビ類に属するLagenidium,

Haliphthoros, Halocrusticudaなどの属や鞭毛虫類

Paramoeba perniciosaは商業的価値のある十脚類の卵,

幼生に寄生し,養殖業に多大な損害を与えることがある

(Couch 1983, Johnson 1983,畑井1996).異毛類繊毛

虫Licnophorα luididaeはヒトデLuidia sarsiのピピンナ

リア幼生に外部寄生するHamon 1954).

今後の課題

海産動物プランクトン.の寄生生物に関する今後の研究

課題として,分類学的研究,生態・生活史研究,宿主へ

の影響評価などがあげられる.本文で記したように,こ

13

れまでに多くの寄生生物が記載されてきたが,その寄生

生物の分類学的研究はまだ極めて不十分である.多くの

寄生生物は偶発的に発見されたもので,海産動物プラン

クトンを系統的に調べ,寄生生物相を明らかにした研究

はごく少ない.寄生生物学にとって海産動物プランクト

ンは未知の宿主群と言える.プランクトン研究者は,寄

生生物を発見したときには専門家に寄生生物の同定を依

頼し,その分類学的位置を明確にして形態を記載するこ

とが必要である.また,寄生生物学者が分類学的研究を

進めるにしても,動物プランクトン中の寄生生物の出現

頻度はかなり低い場合があるため,材料を困難なく入手

するにはプランクトン研究者の絶え間ない関心と協力が

不可欠である.

動物プランクトンの寄生生物の研究では,生態や生活

史を解明することも重要である.寄生生物は,宿主を巧

みに利用して,または,宿主の生活にうまく適応して生

活している.このため,生態や生活史に関する研究は単

に寄生生物だけでなく宿主の生態を調べ,寄生生物と宿

主の共進化を解き明かすことにつながる.動物プランク

トンの標本を調べる際には,寄生生物にも注意を払い,

その個体数や寄生部位などを記録しておくことが大切で

ある.また,動物プランクトンは各種寄生生物(例えば

線虫,条虫,吸虫など)の中間宿主である.動物プラン

クトンの寄生生物を調べることは,海産魚類や晴乳類,

鳥類などの大型生物を終宿主とする寄生生物の生態と生

活史を明らかにすることになる.特に,これら大型生物

の寄生生物の生活史はほとんど未解明であり,中間楕主

としての動物プランクトンに焦点を当てることによって,

海産寄生生物に関する知識の増大と一層の理解が進むと

考えられている.加えて,近年は動物プランクトンの飼

育技術が向上している.

動物プランクトンの個体群動態に及ぼす寄生生物の影

響を評価することも重要な研究課題である.海洋で動物

プランクトンが被食により減耗することはよく知られて

いるが,他の自然死亡要因について深く議論されること

はあまりなかった.しかし本文でも記したように,近年,

動物プランクトンの個体数変動に及ぼす寄生生物の影響

が注E]されている.飼育した動物プランクトンに感染実

験を行うことにより,あるいは海洋で採集した動物プラ

ンクトンを検鏡する際に寄生生物の出現頻度を宿主の発

育段階別や成熟度別に調べることにより,寄生生物の宿

主への影響を評価することができる.この分野はこれま

でほとんど注目されていなかっただけに,これから挑戦

すべき新たな分野と言える.

わが国の生物系あるいは水産系大学,水産研究所,水
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産試験場などには多くの海洋動物プランクトン研究者が

いるが,寄生生物に関心を寄せている研究者は極めて少

ない.わが国のこれまでの研究を振り返ると,オキアミ

類とヤムシ類の寄生生物に関する業績があるものの,他

の動物群ではほとんど手がつけられていない状態である.

これまで記したように,動物プランクトンの寄生生物研

究は未開拓で魅力に富んだ分野である.動物プランクト

ンの標本を観察したときに見つかる寄生生物の分類学的

位置に興味を持つことから研究は始まる.この小論が,

今後わが国において動物プランクトンの寄生生物を研究

する際に役立てば幸いである.
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