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要旨 

 近年，高校生の探究活動や一般向けの科学普及活動の場面では，繊毛虫の形態的特徴を日本語で正確かつ明確に

説明する必要性が高まっている．本稿では，細胞生物学のみならず，繊毛虫類の多様性研究にも役立てていただき

たいという観点で，教育や調査活動等で頻繁に取り上げられる繊毛虫の形態用語について，理解を助けるための日

本語の対訳表を作成し，説明の一例としてゾウリムシの構造をイラストとともに解説した．また，分類学の近年の

新しい情報を示すとともに，繊毛虫門全体を見渡せるような分類体系情報のアップデートを提案する． 
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はじめに 

 繊毛虫（特にゾウリムシ Paramecium）の形態用語

に関する包括的な日本語の形態用語の対訳表はこれ

まで示されてこなかった．この背景には，良質な英

語の教科書が存在し（例えば，Corliss, 1979; Lynn, 

2008），それらが形態的特徴を学ぶ際の標準的な文

献として，一定の研究を始めた大学院生などには，

広く利用されてきたことがある．一方，日本国内で

は一部の語句が個別に紹介されているに留まり（例

えば，扇谷，1989），包括的な日本語の形態用語集

（対訳表）の整備は不十分であった．また，2000年

以降，分子系統解析の研究が進み分類体系が，図鑑

など（例えば，猪木，1981）から大きく変化し，繊

毛虫門 (Ciliophora) の分類体系の全体が見渡せるよう

な ガ イ ド ブ ッ ク も 多 く な い（例 え ば，矢 崎，

2023）． 

 近年，大学における初学者向けの授業，中高生に

よる探究学習，さらには一般向けの科学普及活動の

場面では，ゾウリムシをはじめとする繊毛虫の形態

的特徴を，日本語で正確かつ明確に説明する必要性

が高まっている．これは，インターネットやSNS

（例えば，iNaturalist: https://www.inaturalist.org 最終

閲覧 2025 年 1 月 11 日）などによって，一般の生

物愛好家や中高生が，多くの生物に簡単にアクセス

できるようになったためであり，これまで専門家し

か扱わなかった生物にも愛好家が増えていることに

よる．しかしながら，原生生物，特に繊毛虫類は，

これまで教科書に掲載されてきたにもかかわらず，

愛好家や初学者が取り組みにくいという声を耳にす

ることがある．これは，繊毛虫類が深海から土壌ま

で幅広い環境に分布する単系統群であり，種数も約 

9,000 種（Aescht (2017) によれば 8,668 種: http://

www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2017 最終閲

覧 2025 年 1 月 11 日）を擁する高い多様性を持つ

分類群であるからでもある．これまで繊毛虫類の多

様性を紹介してきた原生生物情報サーバ（月井，

1995–2018: http://protist.i.hosei.ac.jp/index-J.html 最終

閲覧 2025 年 1 月 11 日）も，作成者の故 月井 雄

二 博士の他界により，更新が停止している．このた

め，専門的な形態用語に解説を加えつつ初学者に正

確に伝えることと，繊毛虫の全体を見渡せるような

分類体系の情報をアップデートすることは，繊毛虫

への学術的な理解を深め，次世代の科学教育と研究

の発展を促す上で重要である． 

 そこで本稿では，教育や研究活動で頻繁に取り上

げられる形態用語について，日本語での理解を助け

るための対訳表を作成し，ゾウリムシを中心に，一

般的な形態用語を整理するとともに，一部図示し，

具体的な用語の適用例を，インターネットに容易に

アクセスできるよう本誌に示した（表 1）．図（1–

6）を付してあるので，細胞生物学観点からの理解に

役立てていただきたい．これまでは繊毛虫類の同定

のための検索表や，種ごとの特徴を記されたもの

は，英語でしか読めず（例えば Lynn, 2008），初学

者には大変困難だったが，表 1 とこれらの図があれ
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ば英語で書かれた検索表の理解にもつながる．繊

毛虫類の多様性研究にも役立てていただきたい． 

 また，広く受け入れられている繊毛虫門内の分

類体系（表 2）と，ごく近年に提案されている高

次の分類群の比較（表 3），そして，現時点での

最新の分類体系（今後大いに修正される可能性が

あるため参照には注意が必要）を情報として示し

た（表 4）．なお，参考までに生態用語に関して

も表 6 にまとめた．これらの基本的な情報を整理

することで，この学問分野の裾野が広がることを

期待し，大学生の初学者，中高生，一般の生物愛

好家が利用できることを目的とした． 

 なお，本稿では「-類」は，一般には分類学的な

階級（例えば繊毛虫門 Ciliophora，分類群名，高

次分類体系の項で後述）を省略する場合と，そこ

に含まれるそれぞれの繊毛虫 ciliates（あるいはそ

の分類群 = taxa，同項目で後述）という 2 つの意

味で用いられることがある．本稿では後者の意味

で用いている． 

 

1. 繊毛虫の構造（ゾウリムシの例） 

 

 繊毛虫類は，体表に多数の繊毛 (cilia) を持ち，

細胞の表層ではこれらの基部から派生する細胞骨

格が発達し，細胞体には明確な極性（前後軸や背

腹 軸）が 存 在 す る．本 稿 で は ゾ ウ リ ム シ

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1834（貧膜口綱: 

ゾウリムシ亜綱: ゾウリムシ目: ゾウリムシ科）

を例に，繊毛虫類の細胞の構造について解説す

る． 

 ゾウリムシの模式図を図 1 に示す．この図では

ゾウリムシ遊泳方向は上側である．遊泳方向側が

細胞の前端 (anterior) となり，その反対側が後端 

(posterior) となる．また，口が存在する側を腹側 

(ventral) といい，その反対側は背側 (dorsal) とい

う．これらにより細胞の右側 (right side) と左側  

(left side) が決まる．図 1 では，細胞口に通じる

前庭が開口する腹側は，左側を向けた状態で配置

している．すなわち細胞の左側面が描かれてい

る．ここで注視すべき点は，後述する収縮胞複合

体が背中側に位置し，収縮胞の側面が見えること

である．中・高等学校の教科書などで見る模式図

における収縮胞は，細胞が片側を向いているにも

かかわらず，収縮胞が背側から俯瞰された状態で

放射状に描かれている場合がある．また，大核と

小核が離されて描かれている場合もあり，その場

合，細胞は分裂準備に入っていると判断される．

収縮胞は，細胞分裂に先立ち先に分裂することか

ら，4 つ描かれなければならない (Fleury et al., 

1995; Allen et al., 1990)．中・高等学校の教科書に

は，このような曖昧な表現が散見されるので注意

が必要である． 

 

1) 口部装置 

 繊毛虫の細胞の構造は，左右対称ではない. ゾ

ウリムシでは，細胞の腹側左前端から前庭にかけ

て扇状に凹んだ溝のような構造が存在する．これ

を囲口部 (peristome) あるいは口溝 (oral groove，

図 1) と呼ぶ．細胞が摂餌するときは，この囲口

図 1. ゾウリムシの模式図．この

模式図は，細胞の左側面からの様

子を示している．細胞の口溝や前

庭開口部が図の左側に示されてい

る．細胞咽頭部とそこから生じる

細胞咽頭部微小管は，細胞口の左

側に位置し，左側面からのみ観察

されることからこのように示して

いる．この図では，Fok and Allen 

(1988) を参考に，食胞 (digestive 

vacuole, DV) の消化過程を示して

いるが，DV I が食胞形成過程で

生じた食胞を示し，DV II が酸性

化過程，DV III が消化過程，そし

てDV IV が排泄過程の食胞をそれ

ぞれ示している（表 1，food vac-

uole を参照）． 
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部に存在する小膜 (membranelles) が水流を起こ

し，餌を運ぶ重要な役割をしている (Ishida et al., 

2001)．小膜とは，1 列あるいは複数列の繊毛の束

であり，複合繊毛とも呼ばれる．囲口部の小膜が

運んできた粒子は，やがて前庭の中へ入るが，そ

の後重要な役割をするのが，前庭から奥に続く口

腔内に存在する 4 列の小膜列であるクアドルール

ス (quadrulus) である（図 2）．クアドルールス

は，列と列の間が比較的まばらであり，餌粒子は

ここを通って細胞口に至る (Ishida et al., 2001)．ク

アドルールスにより生じた水流は（黄色矢印，図 

2），前庭開口部から外へ出ていくものの（白矢

印，図 2），水流の中の餌粒子はペニキュラス 

(peniculus) がフィルターとなり，外に出ることが

できない．ペニキュラスは 2 条存在し（背部ペニ

キュラス，腹部ペニキュラス），それぞれが 4 列

の小膜から構成され，各小膜列の間隔はクアド

ルールスと比べて狭い．この 8 枚仕立てのフィル

ターで餌を濾過しており，ゾウリムシが濾過摂食

者 (filter feeder: Fenchel, 1980) であるとされる所以

である． 

 

2) 食胞 

 図 1 には，Fok and Allen (1988) を参考に，食胞 

(digestive vacuole, DV) とそれによる食物消化過程

を示している. DV I は食胞形成過程，DV II は酸

性化過程，さらに DV III が消化過程，そして DV 

IV が排泄過程にある食胞をそれぞれ示している．

口腔の最深部に位置する細胞口 (cytostome) の左

側面には，細胞咽頭部 (cytopharynx) が位置して

いる（図 2）．細胞咽頭部からは細胞咽頭部微小

管 (cytopharyngeal microtubules) が放射状に細胞質

中に伸びる．この微小管上には，食胞膜の供給体

となる扁平な円盤小胞 (discoidal vesicle) や後に食

胞の酸性化に関わる酸性胞 (acidosome) が多数観

察され，細胞咽頭部へ向けて細胞質ダイニン 

(cytoplasmic dynein) に よ り 運 ば れ て い る 

(Schroeder et al., 1990)．円盤小胞が細胞咽頭部にお

いて細胞口の膜に融合することにより食胞膜の面

積が増加するが，このとき上述した前庭や口腔に

存在する繊毛により生じた水流が，細胞内圧に打

ち勝って細胞口の膜を細胞内部側へ膨らませるこ

ととなる．ある程度初期食胞が成長すると，初期

食胞は，太い微小管繊維である後口部繊維 (post 

oral fiber) 上を移動し，細胞口から離れ，食胞とし

て細胞質中へと移動する（図 2）．この時のス

ピードは約 20 μm/sec と非常に速い．後口部繊維

上にはアクチン (actin) の存在が示唆されており

（Sehring et al., 2006），アクトミオシン系の運動

であると考えられている．こうして形成された食

胞は，便宜上 DV I (digestive vacuole stage I) と呼

ばれる． 

 この DV I には，細胞咽頭部微小管上で一緒に

運ばれていた酸性胞が付着しているが，DV I 形成

後 1–4 分頃には，酸性胞が融合する. 酸性胞には

液胞型プロトンポンプ  (vacuolar type proton 

ATPase，V-ATPase) が分布しており (Ishida et al., 

1997)，食胞が酸性化することとなる（酸性化過

程）．この酸性化過程にある食胞を DV II（図 

1）と呼ぶ (Fok and Allen, 1988)．酸性胞が融合す

る 直前では，円盤小胞のリサイクル現象である膜

の出芽 (budding) が観察される (DV I-II)．サイズ

的に少し小さくなり酸性化 (pH < 3) した DV II か

らは，さらに酸性胞のリサイクル現象である膜の

出芽が観察され (DV II-III, Allen et al., 1995) ，や

がて 4–8 分後には 1 次リソソーム (primary lyso-

some) と融合し，DV III と呼ばれるステージへと

変化する．このステージでは，リソソームの運ん

だ消化酵素により細胞内消化が起こる（消化過

図2.ゾウリムシ口部装置の模式図．Ishida et al. (2001) の図7を改

変したものである．この模式図は，図1口部装置の拡大図であ

り，ゾウリムシの口部装置の左側面の様子を示している. また細

胞咽頭部微小管や後口部繊維といった微小管繊維が示されてい

る．食胞膜の供与体膜である円盤小胞や，酸性胞は，細胞咽頭

部微小管により運ばれ，細胞咽頭部で細胞口の膜と融合する．

直径10 μmほどの前庭開口部を通って口腔に入った粒子は，水

流とともに口腔内のクアドルールス（q，点線は繊毛列を表して

いる）を通過し（黄色矢印），水圧により初期食胞を細胞質側

に膨らませる．水流はそのまま 2 条のペニキュラス（dp，vp，

点線は繊毛列を表している）を通過するが（白矢印），ペニ

キュラスはクアドルールスよりタイトな繊毛列であるため，こ

れがフィルターとなり，粒子は濾過され，水流のみが出ていく

ことになる．やがて初期食胞が十分に成長すると細胞口から切

り離され，後口部繊維の上を滑るようにして細胞後端部へ運ば

れることとなる． 
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程）．いわゆる 2 次リソソーム (secondary lyso-

some) のステージである．さらに 8–20 分後にリ

ソソーム膜のリサイクル現象が観察された後 (DV 

III-IV)，DV IV として原形質流動により細胞後端

部に運ばれ，細胞肛門 (cytoproct) に存在する微小

管により捕捉される．DV IV の膜と細胞肛門の細

胞膜が融合することにより，未消化物が細胞の外

に放出される．この全消化サイクルは，約 30 分

から 1 時間程度で起こることが知られている 

(Fok and Allen, 1993)． 

 

3) 収縮胞 

 図 3A には，収縮胞複合体の側面の模式図を示

している．大型の繊毛虫であるゾウリムシでは，

最も組織的な収縮胞複合体が観察される．ゾウリ

ムシでは，通常2 個の収縮胞複合体が細胞の前端

側と後端側にそれぞれ一つずつ分布している（図

1）．稀に，1 個しか観察されない場合もあるが，

その場合の収縮胞複合体は，比較的大きい (Allen 

et al., 1990)．一方，4 個の小振りな収縮胞複合体が

観察されることがある．これは核や細胞質の分裂

に先立って，収縮胞複合体が複製された結果であ

る (Allen et al., 1990)．ゾウリムシの細胞分裂にお

いては，口部装置の複製もまた同様に細胞質の分

裂に先立って観察されるが，収縮胞複合体の複製

は時間的には口部装置の複製に次いで観察される  

(Fleury et al., 1995)．また，収縮胞複合体の周りに

は，特徴的にミトコンドリアが分布することが知

られている (Patterson, 1980)．ゾウリムシの収縮胞

複合体は複数の膜構造から構成される．これら

は，渦巻き状に配列した微小管の筒（図 3B）の

内側に細胞膜が陥入した収縮胞孔（深さ 1 μm），

その直下に位置し膨張と萎縮を繰り返す収縮胞，

そして収縮胞孔の微小管から放射される 8–10 本

の微小管束をフレームとして形成された放射管 

(radial canal) である．放射管は，収縮胞同様に膨

張と萎縮を繰り返す瓶状部 (ampulla) と，これに

つながる集水管部 (collecting canal) ，集水管部を

取り囲むスムーススポンジオーム (smooth spongi-

ome)，そしてスムーススポンジオームをさらに取

り巻くデコレーテッドスポンジオーム (decorated 

spongiome) から構成される．収縮胞や瓶状部は，

萎縮すると直径 40 nm の小管状の構造，すなわち

スムーススポンジオームと同様の形態に変化す

図 3. ゾウリムシ収縮胞の模式図．A，Ishida 

et al. (2021) の Fig. 6 を改変したものであ

り，収縮胞の側面の様子を示している．B，

収縮胞を収縮胞孔側から俯瞰した様子を示

している．ゾウリムシの収縮胞複合体は，

収縮胞孔，収縮胞，瓶状部，集水管，ス

ムーススポンジオーム，デコレーテッドス

ポンジオームといった膜構造から構成され

る. アクアポリン分子は，デコレーテッドス

ポンジオームと収縮胞孔を除くすべての膜

系で観察され（緑色），デコレーテッドス

ポンジオームには液胞型プロトンポンプが

分布している（赤色）．また近傍には，必

ずミトコンドリアが分布しているのも特徴

の一つである． 
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る．一方，デコレーテッドスポンジオームは直径 

50 nm の比較的直線的な管状構造である．従って

収縮胞複合体は，直径 40 nm の膜系である収縮

胞，瓶状部，集水管部及びスムーススポンジオー

ム（図 3，緑色）と直径 50 nmのデコレーテッド

スポンジオーム（図 3，赤色）といった2種類の膜

系で構成されている (Allen, 1995)．直径 50 nmの

デコレーテッドスポンジオームの表面には液胞型

プロトンポンプを高密度に分布する (Fok et al., 

1995)．直径 40 nm の膜系には，アクアポリンが

観察されるが，前者には分布しない (Ishida et al., 

2021)． 

 

 4) 細胞皮質 

 Lynn (2008) のFig. 4.11. を参考に作成した細胞皮

質の模式図を図 4 に示す．細胞を外から斜めに見

下ろした俯瞰図である．また，Allen (1971) を参考

に繊毛下格子 (infraciliary lattice) を書き加えてい

る．この図では細胞の先端は向かって左奥に位置

し，また，1 個の基底小体で構成される“モノキ

ネチッド (mono kinetid)”からなる三列のキネティ 

(kinety) が描かれている．キネティは，細胞の長

軸方向に連なっている．図 5 には，扇谷（1989）

の図 126 を参考に作成した細胞皮質の縦断面を示

図 4. ゾウリムシ皮

質 の 模 式 図（俯 瞰

図）．こ の 模 式 図

は，Lynn (2008) の 

Fig. 4.11. を参考に作

成したものであり，

追加の構造として，

Allen (1971) を参考

に繊毛下格子を書き

加えている．この図

において，細胞の前

端部は図の左上側

を，後端部は右下側

となるように配置し

ている． 

図 5. ゾウリムシ皮質の模式図（縦断面）．この模式図は，扇谷（1989） 図 126 を参考に作成した. 皮質の縦断面の模式図を

示している．細胞膜直下には胞状体が位置し，その直下にはエピプラズムが位置している．また，細胞の前端部は図の左側

を，後端部は右側となるように配置している．エピプラズムの上には縦走微小管が観察される. これらの構造と繊毛を含めた概

念がペリクルである．また，繊毛の基部の基底小隊からは，キネトデスマ繊維が細胞の前端部方向に配向し，繊毛基部の細胞

先端側には，パラソーマ嚢が位置する．さらに繊毛やトリコシストの間を縫うように繊毛下格子が存在している．粗面小胞体

とゴルジ体の複合構造は，合成中のトリコシスト近傍によく見つかる．  
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している. 図 5 では，一列のキネティだけが描か

れている． 

 繊毛虫の細胞膜直下には，繊毛虫に特徴的な胞

状体 (alveolus) が存在する．胞状体は細胞膜直下

にモザイク状に分布する扁平な袋状の膜構造であ

り，ほぼ細胞の全体を包んでいる．モザイクを構

成する個々の袋は，隔壁（septum，図 5）で仕切

られているように観察されるが，隔壁には穿孔が

存在することが知られている (Allen, 1971)．構造

的には脊椎動物の骨格筋細胞で観察される筋小胞

体 (sarcoplasmic reticulum) を彷彿させる．また，

胞状体には，Ca2+ イオンが積極的に蓄積されてい

ることが知られており (Stelly et al., 1991; Plattner et 

al., 1999)，細胞内のカルシウム濃度調節や，近隣

に位置する毛包（trichocyst，図5）のエクソサイ

トーシス (exocytosis) に関わっていると考えられ

て い る  (Plattner, 2017)．な お，Harumoto and 

Miyake (1991) によって，毛包の発射が捕食者に対

する防御機構となっている可能性が示唆されてい

る．  

 胞状体の直下には，エピプラズ (epiplasm) が存

在する. 電子顕微鏡では電子密度の高い層として

観察されるが，中間径フィラメント様のエピプラ

ズミン (epiplasmin) から構成される繊維状のネッ

トワーク構造を持ち，細胞表層において格子状の

パターンを形成している (Nahon et al., 1993)．エピ

プラズムは細胞の形態保持に関わっていると考え

られるが，その役割の詳細は不明である．なお，

胞状体とエピプラズムの間には，縦走微小管繊維 

(longitudinal microtubules) が観察される (Lynn, 

1979; Junker et al., 2019)．この微小管は，細胞の表

層を細胞の長軸方向に沿って走る微小管繊維であ

る．図 5 に示したペリクル (pellicle) という概念

は，上述した細胞膜，胞状体，エピプラズムに繊

毛や，縦走微小管繊維を加えたものであり，細胞

の最外層を覆う外皮のような概念である（図 

5）． 

 繊毛の基底小体 (basal body or kinetosome) から

は，複数の微小管繊維やキネトデスマ繊維  

(kinetodesmal fiber) が派生する. 図 6 には，繊毛

と基底小体の断面の模式図を示している．図 6 

は，細胞の内側から細胞表層を見上げるような構

図で描かれている．この図では，細胞の前端部は

上側となる． 

 繊毛 (cilium) は，9 つの 2 連微小管と 2 個の中

心微小管から構成され，これを 9 + 2 構造と呼

ぶ．一つの A 小管は，中心鞘との間で放射状ス

ポーク (radial spoke) により連結されており，こ

の構造の支持に役立っている．また，A 小管から

は隣の B 小管に向かって，内腕ダイニン (inner 

dynein arm) と外腕ダイニン (outer dynein arm) が

突出している．このダイニンと微小管との滑りに

より繊毛運動が引き起こされる．細胞の後端部か

ら順に 1–9 の番号がつけられているが，5 番目の 

A 小管と 6 番目の B 小管間には 5-6 ブリッジ (5-

6 bridge) が存在し，この機械的制限が繊毛の屈曲

にパターンを与えることとなり，繊毛の有効打は

細胞の前端側から後端側に向けて打たれることと

なる (Lindemann and Lesich, 2024)． 

 基底小体は，9 つの 3 連微小管により構成さ

図 6. 繊毛及び基底小体の模式図．繊毛や基底小体の模式図は，それぞれ Lindemann and Lesich (2024) や Soares et al. (2019) を参

考に作成した．細胞内部から先端を見上げた横断面の模式図を示している．また，細胞の前端部は図の上側を，後端部は下側と

なるように配置している．基底小体から派生する横走微小管，後繊毛微小管，そしてキネトデスマ繊維の配置を示している．図

中 A，B，C は，それぞれ A 小管（ 13 本のプロトフィラメントから構成される），B 小管（ 10 本のプロトフィラメントから構

成される），C 小管（ 10 本のプロトフィラメントから構成される）を示す．  
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れ，細胞の後端部から順に 1–9 の番号がつけられ

ている (Soares et al., 2019)．個々の 3 連微小管

は，A-C リンカー (A-C linker) という構造によ

り，A 小管と隣接する C 小管が連結されており，

形態的に安定化されている．基底小体は 9 + 0 型

を呈し，中心微小管のペアを欠くものの，その中

心に 9 本のスポークとセントラルハブから構成さ

れるカートホイール構造を持つ．また，4 番目の3 

連微小管からは，横走微小管 (transverse microtu-

bules) が 派生し，6 と 7 番目の 3 連微小管から

は，キネトデスマ繊維が派生し，さらに 9 番目の 

3 連微小管からは，後繊毛微小管 (postciliary mi-

crotubules) が派生する．これらは，図 4 の俯瞰図

で見るように，立体的に配置されており，横走微

小管は細胞の長軸より直角方向に次のキネティま

で伸長する．キネトデスマ繊維は，縞模様を持つ

繊維構造であり，細胞の長軸方向にキネティに

沿って細胞の前端方向に配向し，図 5 に示すよう

に 2–3 本のキネトデスマ繊維が重なるように観察

される．後繊毛微小管は細胞後端部方向に向かっ

て配向し，次の基底小体付近まで伸長する．ま

た，基底小体の最下層部付近には，基部微小管繊

維 (basal microtubules) が観察される（図 4, 5）．

この微小管は，縦走微小管繊維同様に，細胞の長

軸方向に沿って走る微小管繊維である． 

 繊毛基部の細胞前端部側にはパラソーマ嚢 

(parasomal sac) が観察される（図 5）．この構造

は，受容体媒介の飲作用で知られる被覆小胞 

(coated vesicles) に 相 当 す る  (Allen and Fok, 

1993)．繊毛基部に付随する形で細胞全体に観察さ

れる．飲作用により取り込まれた物質は，パラ

ソーマ嚢中に入り，パラソーマ嚢が細胞質中に切

り離され，初期エンドソーム (early endosome) と

融合し，やがて後期エンドソーム (late endosome) 

を経て，上述したリソソーム系で消化されること

となる．そして，もう一つの細胞内消化系である

自食胞 (autophagosomes) も細胞内で観察される

（図 1）．自食胞は，他の消化膜と異なり，二重

の膜により取り囲まれるのが特徴であり，不要に

なった細胞内小器官 （例えば，毛包，ペルオキシ

ソーム，ミトコンドリア等）が内包されている．

得に飢餓処理した細胞に多く観察される． 

 繊毛下格子 (infraciliary lattice) は，カルシウム

結合性の収縮性繊維であるセントリン (centrin) と

その結合蛋白質により構成され (de Loubresse et 

al., 1988; Allen et al., 1998)，基底小体より下層で格

子状のパターンを形成している（図 4，5）．基底

小体や毛包は，この格子パターンの間に位置して

いる (Allen, 1971)．スピロストマム Spirostomum 

に観察されるマイオネーム (myoneme) もまた，

抗セントリン抗体と交差反応性を示すことが確認

されている (Lannan et al., 2024)．繊毛下格子は，

口腔背側の細胞質において太く枝分かれしない束

状の構造となり（図 1），この構造を特に細胞口

索  (cytostomal cord) と呼ぶ (Allen et al., 1998; 
Allen, 2007, https://www6.pbrc.hawaii.edu/allen/

ch01/26-pm.html 最終閲覧  2025 年  1 月  11 

日）． 

  

5)  形態用語集 

 繊毛虫の細胞の構造は，上述したように細胞表

層に特徴的なパターンを持ちながらも，左右非対

称の構造を持ち，細胞前端と後端，腹部と背部と

いった極性を持っている．それぞれのパーツを規

定する名称も多く存在し，それぞれの名称が，日

本語の翻訳者によってはある程度異なる言葉で表

現されてきた．本稿では，こうした名称の統一化

を図りつつ，表 1 に過去に用いられた名称を併記

することに加え，現代的にアップデートされた情

報を加えた形でまとめた．また，これまでに和訳

されることのなかった名称も存在するが，これら

も統括して表 1 に示している．尚，表 1 の付表で

は，“月井 (1995–2018)”は，原生生物情報サー

バの該当ページに直接ハイパーリンクを結んでお

り，場合によっては写真や模式図等が参照できる

ように配慮した．本稿では，イラストを用いて示

したが，ゾウリムシやその他の繊毛虫の電子顕微

鏡 像 は，Allen (2007)（https://www6.pbrc.hawaii. 

edu/allen/ 最終閲覧 2025 年 1 月 11 日）にて閲

覧可能である（表 1 の付表 には，個別のハイパー

リンクも設定している）． 

 

2. 繊毛虫門の高次分類体系 

 

1)  繊毛虫門で一般的な分類体系 

 生物分類学において階級 (rank, category)（ラン

クともいう）とは，リンネ式階層分類における

界・門・綱・目・科・属・種 な ど，「分 類 群 

（taxon, 複: taxa）（タクソン，タクサともいう）

の階層的位置」を表す．また，学名 (scientific 

name)とは Discomorphella pedroeneasi のように種

の名前（属名 ＋ 種小名 = この場合は二語名とい

う）のみを指すわけではなく，種階級群よりも高

い階級にある分類群名のことも指す（国際動物命

名規約第 4 版 International Code of Zoological No-

menclature 4th edition（ICSZ）の用語集を参照: 

https://www.ujssb.org/iczn/pdf/iczn4_jp_.pdf 最終閲

覧 2025 年 1 月 11 日: 動物命名法国際審議会，

2000）． 

 それぞれの階級の名称，例えば，Ciliophora（繊

毛虫門）は分類群名（= 学名）であり大文字で始

まるが，これを一般名詞化し小文字で始まるciliate 

(s)（繊毛虫）という場合には，個々の繊毛虫ある

いは，含まれる複数の分類群を指す．例えば，

ユープロテス目の場合，Euplotida は分類群名（=

学名）であるが，euplotid ciliatesあるいはeuplotids
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は「ユープロテスの仲間の繊毛虫」という意味の

一般名詞（通常複数形）で用いられる． 

 さて，広く受け入れられている繊毛虫門の分類

体系として，出版物では Lynn (2008) に従うのが

良いと思われる．これを基本に，Adl et al. (2019) 

により改めて繊毛虫門の分類体系が示された．Adl 

et al. (2019) の本文では，原生生物全体ではリンネ

式階級（門や綱など）を示さず，中点（「・」: 

bullet）の数で階級を示した．例えば，それまで使

われていた目の階級の分類群の名称を消し，それ

に内包されていた科の名称を，他の目の名称と同

等の階級に示すなどの処理がされている．階級と

その名称がある程度定まっていた繊毛虫門では，

それまで慣れていた研究者には，むしろ使いにく

いものになった．また，余談であるが階級を付し

た Table 1 (Adl et al. 2019) では，Prostomatea が抜

けていた． 

 このようなことから本稿では，綱レベルは Adl 

et al. (2019)，綱以下の体系は Lynn (2008) に従っ

た．さらに矢﨑ほか (2023) の「原生生物分類

表」のうち繊毛虫門の部分について修正更新し，

新たに本稿の表 2 として示した． 

 表 2 には，Adl et al. (2019) に従って，階級のな

いクレード 3 つを示してある．しかし，このうち

ラメリコルティカータ Lamellicorticata だけは，表

3 及び表 4 では消失しているように，このクレー

ド内のリトストマ綱（表 2）からメソディニウム

属 Mesodinium をクレード外部に移す提案がされ

ている (Chen et al., 2015: 表 4，5)，（後述，ラメ

リコルティカータの項参照）．最近の論文などで

も本クレード名は積極的に使用されていないた

め，現時点ではラメリコルティカータは使用しな

い方が望ましい． 

 現在のところ，他にコンセンサスの取れている

繊毛虫の体系が示されているのは，国際的な海洋

生物のデータベース World Register of Marine Spe-

cies（WoRMS: 国際 海洋生物種目録）（WoRMS, 
2025:  https://www.marinespecies.org/aphia.php?

p=taxdetailsand id=11 最終閲覧 2025 年 1 月 11

日）であると思われるが，このデータベースは随

時更新されるため直接の参照を避けた．WoRMS 

の簡単な使用方法については，本稿の「まとめ」

に記したので参考にされたい．なお，同じ web 上

のデータベースでは，Aescht (2017) （URLは上

記）は，現在のコンセンサスの取れている体系と

は異なるので，使用には注意していただきたい． 

 また，分類学的観点から補足すると，繊毛虫

は，細胞の固定染色が難しいなどの理由から，タ

イプ標本を残すことが難しいとされていたため，

過去にはタイプ標本の指定や博物館への登録など

をめぐり，国際動物命名規約（例えば，現在の第 

4 版とその解説は，動物命名法国際審議会，2000

（URLは上記）; 野田・西川，2013; 田中・生野，

2018）に十分に従えていなかったことが指摘され

ている (Aescht, 2008)．Warren et al. (2017) は，こ

れら命名規約に関する繊毛虫門の問題をまとめて

いるので参考にされたい． 

 さて，表 3 では繊毛虫門の高次の体系に関す

る，近年のいくつかの提案を時系列に沿って並べ

た．表 3 の左 2 列は，表 2 から綱以上の分類群

を抜き出したもので 11 綱の体系とした．多くは

サンガーシークエンサーによって，SSU rRNA 遺

伝子情報を中心に系統解析が行われていた．その

右に，Gao et al. (2016) の解析で用いられた 14 綱

の体系，さらに右に Zhang et al. (2024) の解析で用

いられた 18 綱の体系を配置した．Gao et al. (2016) 

は，SSU rRNA 遺伝子，5.8S rRNA 遺伝子，LSU 

rRNA (Large subunit ribosomal ribonucleic acid) 遺伝

子，α-tubulin 遺伝子配列，そして，α-tubulinのア

ミノ酸配列などを用いて系統解析が行われた．

Zhang et al. (2024) では，トランスクリプトーム解

析により系統解析が行われた． 

 表 2 および表 3 に示した Lynn (2008), Adl et al. 

(2019) で用いられた体系の 11 綱，それぞれの具

体的な特徴は，十亀・島野（2023）をご参照いた

だきたいが，本項では，そこで触れられなかった 

3 つのクレードについて主に解説を以下に加えた

い．ラメリコルティカータ以外の 2 つのクレード

には，現在のところ分類学的なランクは与えられ

ていない． 

 

(1) SAL Gentekaki et al. (2014)（ランクなし）：そ

れまで繊毛虫門では 18S リボソーム RNA 遺伝子

（Small subunit ribosomal ribonucleic acid 遺伝子: 

以下，SSU rRNA 遺伝子）の塩基配列によって系

統関係は議論されてきたが，Gentekaki et al. (2014) 

は，初めて次世代シークエンサーを用いて 11 種

の繊毛虫の mRNA から，158 遺伝子と 42,158 塩

基に基づくデータセットを構築した．16 種の繊毛

虫，4 種の渦鞭毛藻，および 9 種のアピコンプレ

クサの系統解析結果から，イントラマクロヌクレ

アータ亜門内に強固なクレードがあることが示唆

さ れ，旋 毛 綱  Spirotrichea，少 毛 亜 綱  Armo-

phorea，リトストマ綱 Litostomatea の頭文字を

とってこのクレードが SAL と名付けられた．ま

た，この解析結果により，所属が曖昧であるとさ

れていた分類群であるプロトクルジア目 Protocru-

zia を，旋毛綱から除外し，繊毛虫門内の所属不明

群（incertae sedis: 上位分類群が決まっていない場

合に用いるラテン語で「分類上の位置が不確実」

という意味）とした． 

 

(2) Lamellicorticata Vďačný et al. (2010)（ランクな

し）：Vďačný et al. (2010) は，被甲綱 Armophorea

とリトストマ綱 Litostomatea が形成するクレード

を，形態学的特徴と分子系統解析に基づいてラメ
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リコルティカータ下門 Infraphylum Lamellicorticata 

と定義した．名称の意味は「層状の皮質 (lamellate 

cortex)」で，細胞表面構造を意味する皮質 (cortex)

内の後繊毛微小管 (postciliary microtubules 表1を

参照) が形成する特徴的な層状構造を持つこと等

から他のクレードと区別される．他方，18S rRNA 

遺伝子の分子系統解析からも，ラメリコルティ

カータは単系統群として支持された (Vďačný et al. 

2010)．しかし，本稿では説明のために表 2 に入

れたが，現在では，ラメリコルティカータのク

レードが内包するリトストマ綱（表 2）から周毛

目 Cyclotrichiida が，クレード外のメソディニウム

綱 Mesodiniea（表 4 注 1）に移動することが提案

されている (Chen et al., 2015)（後述）．Vďačný et 

al. (2010) の系統解析には周毛目は含まれていな

かったのであるが，リトストマ綱自体の概念も変

わることになる．ラメリコルティカータは最近の

論文などでも積極的に使用されていないため，現

時点ではラメリコルティカータは使用しない方が

望ましいと思われる． 

 

(3) CONThreeP Lynn in Adl et al. (2012)（ランクな

し）：SSU rRNA 遺伝子を用いた系統解析の結果

によって共通祖先から派生したクレードとして定

義された (Adl et al., 2012)．コルポダ綱 Colpodea 

(C)，貧膜口綱 Oligohymenophorea (O)，ナスラ綱 

[簗口綱] Nassophorea (N)，層状咽頭綱 Phyllopha-

ryngea (P)，前口綱 Prostomatea (P)，およびプラギ

オピラ綱 Plagiopylea (P) の頭文字をとって CON-

threeP として名付けられた．Cavalier-Smith (2004) 

は，このクレードに下門 Infraphylum のランクを

与え Ventrata と名付け，形態学的に腹面に共有派

生形質の存在を示唆したが，実際には形態的特徴

は存在しなかったため (Lynn, 2008)，現在はク

レード CONThreeP という呼称が一般的である． 
 

(4) リボグループ：Adl et al. (2019) （の時点）で

は，サンガーシークエンサーによって，多くの分

類群では SSU rRNA 遺伝子情報しか得られていな

いことが一般的であった．このため，SSU rRNA 

遺伝子情報によって示唆されるクレードを分類群

として用いたものをリボグループ ribo-group とよ

んだ（表 3，R）．また，側系統あるいは多系統

であるが，これらを 1 つの綱としてまとめざるを

得なかったものに P の注釈（表 3，P）がつけら

れていた (Adl et al., 2019)．過去の研究では，ほと

んどの繊毛虫類は形態学的情報に強く裏付けられ

ている．しかし，例外は，SSU rRNA 遺伝子配列

情報によってのみ特徴付けられる「リボグルー

プ」として構成される綱，つまり「リボクラス 

riboclass」と呼ばれる．リボクラスは，被甲綱 

Armophorea とプラギオピラ綱 Plagiopylea の 2 綱

で，こ れ ら は 形 態 学 的 に 共 有 派 生 形 質 

(synapomorphies)（=共通の形態的特徴）は見つ

かっていない (Lynn, 2008など)． 

 

2) Gao et al. (2016) の解析で用いられた 14 綱の体

系 

Gao et al. (2016) の解析では，一般的な，11 綱の体

系に，3 つの綱を加えて 14 綱となった（表 3，表

4）．3 つの綱の特徴は以下のとおりである． 

 

(1) メソディニウム綱 Mesodiniea Chen, Ma, Al-

Rasheid and Miao, 2015：メソディニウム属  Meso-

dinium の繊毛虫は，海洋微生物の食物網において

非常に重要な存在であり（淡水にも生息），「赤

潮」の原因でもあるが，これまで SAL 内の分類

不明群（incertae sedis）とされていた (Adl et al., 

2019)．Chen et al. (2015) によって，SSU rRNA 遺

伝子の系統解析によって，完全に独立したクレー

ドとして，分岐も深く，イントラマクロヌクレ

アータ亜門の内でも，祖先的な位置に近い分類群

であることが示唆され，同じ Chen et al. (2015) の

報告の中で，メソディニウム綱 Mesodiniea が提案

された． 

 

(2) プロトクルジア綱 Protocruziea Gao, Warren, 
Zhang, Gong, Miao, Sun, Xu, Huang, Yi and Song, 

2016と，ファコディニウム亜綱  Phacodiniidia 

Small and Lynn, 1985：それぞれの分類群に所属す

る属は，1 つだけである．さて，これまで この 2 

つの分類群の系統的位置は，満足のいく形で解決

されたことはなかった（例えば，Lynn, 2008）．

例えば，旋毛綱の重要な形質である大型核複製時

の複製帯（replication band: 表 1 を参照）を，どち

らの分類群も持たないにも関わらず，両方の分類

群は旋毛綱に分類されていた (Lynn, 2008)． 

 

(2-1) プロトクルジア綱：プロトクルジア目が旋毛

綱に所属することについての疑問は，プロトクル

ジア目の繊毛下織 (infraciliature) に腹側と背側の

繊毛の区別がないという特徴や (Song and Wilbert, 

1997)，個体発生の 2 分裂の過程で一時的に出現

するキネトソームの複合体がパラキネティックと

スクチカの混合型であるという特徴 (Foissner, 

1996) などがあることで，これらは旋毛綱にみら

れない．しかし，このように特徴付けられるプロ

トクルジア目は，綱のレベルで定義するまでに

は，これまでは至らなかった（例えば，Lynn, 

2008）． 

 しかしながら，Gao et al. (2016) の系統解析の結

果，プロトクルジア属が独立のクレードを形成す

ることが示唆されたため，プロトクルジア綱が同

論文で提案された．なお Gao et al. (2016) の解析結

果は，プロトクルジア綱が イントラマクロヌクレ

アータ亜門の内部ではあるものの，その主要な 2 
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つのクレード CONThreeP にも SAL にも属さない

（解析結果によって，いずれかの姉妹群になる）

ことを示している．他方，Zhang et al. (2024) のト

ランスクリプトーム解析の結果では，イントラマ

クロヌクレアータ亜門の姉妹群として，ポストシ

リオデスマトフォレア亜門との中間に位置し，イ

ントラマクロヌクレアータ亜門クレードにさえも

含まれていない． 

 

(2-2) ファコディニウム亜綱Subclass Phacodiniidia 

Small and Lynn, 1985. (Shin et al. 2000による提案を

サポート，Gao et al., 2016)：ファコディニウム目

は，系統的な位置づけが非常に難しい分類群であ

り，過去には長い間，異毛綱 Heterotrichea に所属

するとみなされていた (da Silva Neto, 1993)． 

Small and Lynn (1985) は旋毛綱内にファコディニウ

ム目Phacodiniida Small and Lynn, 1985（-iidaである

ことに注意）の階級を提案した．しかし再び，

Lynn and Small (2000) では，ファコディニウム目

は，イントラマクロヌクレアータ亜門のなかで，

所属なしのsedis mutabilis「変更される可能性のあ

る位置」となった． 

 Shin et al. (2000) によるSSU rRNA 遺伝子に基づ

く最初の分子系統研究では，ファコディニウム目

が，旋毛綱の根に位置することが示唆され，ファ

コ デ ィ ニ ウ ム 亜 綱  Phacodiniidia の 新 設 

(“Phacodiniidia Small and  Lynn, 1985” in Shin et al. 

2000) が提案された．Gao et al. (2016) の結果は，

ファコディニウム亜綱が旋毛綱の根の位置である

という知見を裏付けた． 

 

(3) カ リ ア コ ト リ ク ス 綱  Cariacotrichea Orsi, 
Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. 

Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012：永続

的無酸素状態のカリアコ海盆（カリブ海，ベネズ

エラ） から新規の分類群として得られた (Orsi et 

al., 2012)．SSU rRNA 遺伝子の系統解析によって

完全に独立したクレードであることが同記載論文

内で示された．また，形態学的にも，口器を囲み

後部体端まで伸びる，独特なアーチ状のキネティ 

kinety （表 1 を参照） を持つという特徴によっ

て，他の綱とは区別される (Orsi et al., 2012)．な

お，略称が同じ Taylor となる場合これを区別する

ために，著者権を C. Taylor および G. T. Taylor と

示した． 

 

3) Zhang et al. (2024) の解析で用いられた 18 綱の

体系 

 Zhang et al. (2024) では，SAL に 3 綱を加えた 

SALOMP と名付けられたクレードが提案されてい

る（表 3，表 4）．即ち旋毛綱 Spirotrichea (S)，

被甲綱 Armophorea (A)，リトストマ綱Litostomatea 

(L)，ディスコモルフェラ綱 Odontostomatea (O)，

ムラノトリクス綱 Muranotrichea (M)，そして，パ

ラブレファリズマ綱 Parablepharismea (P) の頭文字

を用いたのである．なお，Zhang et al. (2024) で

は，試料を得ることが難しいプロトクルジア綱，

カリアコトリクス綱，コペメトプス綱は解析に用

いられていない，また，メソディニウム綱は，イ

ントラマクロヌクレアータ亜門の内でも，祖先的

な位置に近い分類群であるため (Chen et al., 2015)

（前述），4 つの綱は，SALOMPには含まれてい

ない（表 3，表 4）． 

 さて，2025 年の現在，rRNA 遺伝子の系統解析

によって，被甲綱とされてきた分類群から，ディ

スコモルフェラ綱，ムラノトリクス綱，パラブレ

ファリズマ綱の 3 綱が新たに設立提案された．し

かし，Zhang et al. (2024) のトランスクリプトーム

解析では，ディスコモルフェラ綱は枝が長いもの

の被甲綱に内包されている．またムラノトリクス

綱とパラブレファリズマ綱も被甲綱と 1 つのク

レードを構成しているが，この分類学的検討は，

今後のこの分野の課題であると思われ，この部分

の体系はこれからも変化すると思われる．表 4 は

最新ではあるが現時点ではまだ変化する可能性が

あるため，説明のための表で，実用には不向きと

お考えいただきたい． 

 また，現在までに特定された 18 の繊毛虫綱の

うち 6 綱，つまり，被甲綱，コペメトプス綱，パ

ラブレファリズマ綱，カリアコトリクス綱，ディ

スコモルフェラ綱，プラギオピラ綱は，偏性ある

いは通性嫌気性のものが主となる系統である (表6 

参照)．海産の嫌気性の分類群から新規の分類群が

見つかる傾向にある． 

 これらの 4 綱の特徴は以下のとおりである． 

 

(1) コペメトプス綱 Copemetopea Fokin, Serra, Gam-

muto, Allievi, Petroni and Modeo, 2023：タイプ種 

Copemetopus subsalsus が地中海のフランス沿岸の 

Sète 付近の塩水湖で発見され 1940 年に Ville-

neuve-Brachon，によってコペメトプス属 Cope-

metopusが記載された (Villeneuve-Brachon, 1940).

口の外縁に鞭のように長く伸びる「口髭」のよう

な繊毛列などの形態によって特徴付けられる．

SSU rRNA 遺伝子の系統解析によって，コペメト

プス属は他の綱とは明確に区別されるクレードに

なることが示唆されコペメトプス綱が提案された

(Fokin et al. 2023)． 

 

(2) ディスコモルフェラ綱 Odontostomatea Fer-
nandes, Vizzoni, Borges, Soares, da Silva-Neto and  

Paiva, 2018：ディスコモルフェラ綱は，繊毛虫門

の内でも最も研究が進んでいないグループであ

る．その理由は，細胞の大きさが 20–90 μm と小

型であること，生息が嫌気的環境に限定されるこ

と，培養が難しいことなどである (Fernandes et al., 
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2018)．他の繊毛虫類との系統関係はこれまで解析

されてこなかった．Fernandes et al. (2018) は，ディ

スコモルフェラ目 Odontostomatida の 2 種，

Discomorphella pedroeneasi と Saprodinium dentatum 

を用いて，SSU rRNA 遺伝子と LSU rRNA 遺伝子

に基づいて系統解析を行った結果，2 種は他の綱

とは区別できる明確なクレードとして見出され

た．ディスコモルフェラ綱の明瞭な形態的特徴と

して，細胞が扁平で体繊毛（somatic ciliature: 表1

参照） がソケット状の陥入から生じており，繊毛

下織 (infraciliature) は少なく，キネトデスマ繊維 

(kinetodesma fibril) を持たない．口開口部 (oral 

apparatus) は区画化され，さらに小室に分かれて

いる場合があるなどは，これまでもよく知られて

いた（Lynn, 2008 など）． 

 

(3) ムラノトリクス綱 Muranotrichea Rotterová, Sa-
lomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, 

Beinart, Kolísko and Čepička, 2020：以下の項目と合

わせる． 

 

(4) パラブレファリズマ綱 Parablepharismea Rot-
terová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, 

Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 2020：

Rotterová et al. (2020) は，海洋性嫌気性繊毛虫とし

て，形態の異なる 2 つの種を記載し，これらに基

づいて主にトランスクリプトーム解析とメタゲノ

ム解析によって，新しい綱を提案した．したがっ

て，形態については種の特徴となるため詳細は，

Rotterová et al. (2020) をご覧いただきたい．被甲綱 

Armophorea (A)，パラブレファリズマ綱 Parableph-

arismea (P)，ムラノトリクス綱 Muranotrichea (M) 

の合計 3 綱はクレードを形成し，それぞれの頭文

字からそのクレードは「APM」と名付けられた 

(Rotterová et al., 2020)． 

 

 以上，繊毛虫門で近年提案された高次分類群を

概観した．表 5 に 2015 年以降に新たに記載され

た綱に関するもののみ，国際動物命名規約第 4 版

（URL は上記: 動物命名法国際審議会，2000）の

一般勧告に基づいて，学名の著者権と日付を整理

した．著者権には“and ” を用いた． 

 さて，月井 (1995–2018) 原生生物情報サーバ

（URLは上記）において用いられた和名ディスコ

モルファ目 Odontostomatida は，本稿では，ディ

スコモルフェラ目とした．和名に「ディスコモル

ファ」が用いられた理由は定かではないが，昆虫

（ハムシ類）において，Discomorpha という属名

が使用されていることから，無用な混乱を避ける

ため，ディスコモルフェラ綱，ディスコモルフェ

ラ目，ディスコモルフェラ科 Discomorphellidae，

ディスコモルフェラ属 Discomorphella への改称，

合わせて，漢字表記も属名に対応する櫛口目とす

ることを提案する． 

 また，従来，繊毛虫の分類群名でカタカナ表記

を用いる場合は，その分類群のタイプ属，あるい

はそれに準ずる属のカタカナ読みが用いられてき

た（月井，1995–2018）．矢﨑ほか（2023）では

Mobilida にモビリア目を当てたが，この理由から

本稿でレイオトロカ目 [遊泳類] に改める． 

 

4) まとめ 

 繊毛虫門の高次の分類体系は，表 2 の繊毛虫門

の体系が安定しており社会的にもコンセンサスが

得られているので，Lynn (2008) と Adl et al. (2019) 

を引用し，ご参照いただくことをお勧めする．国

際海洋生物種目録 (WoRMS，2024)（URLは上

記）をご参照され，引用いただくのも良い．

WoRMSのWeb siteでは，右上の「marine only」の

スイッチボタンを off にし，海産以外の体系も表

示されるようにするのが良いと思われる．また，

「extant only」のスイッチボタンを off にすると化

石種も含まれることになるが，繊毛虫門で必要に

なることは多くはないだろう． 

 生物の分類体系には様々な意見や説があるが，

自分が研究を進める際には，どの体系に従ったの

かを「◯◯（引用）の体系に基づいた」と，原稿

などに引用で付せば，大きな問題が起こることは

ない．引用を付して安心して調査研究を進めてい

ただきたい． 

 本稿で，表 4 を示した意図は，現在も変わって

いく体系を紹介したのであるから，おそらく今後

も変化していくため，参考までにとどめて頂きた

い． 

 繊毛虫の種はどのように考えたら良いのか，故 

月井雄二博士は，月井 (2015) において，「種を

どう定義するか（種概念，species concept）ではな

く，種の境界をどうやって定めるか (species de-

limitation) に着目すべき」と述べ，今でいう系統

学的種概念 (phylogenetic species concept: de Quei-

roz, 2005) を紹介し，また，原生生物，特に繊毛

虫の種の難解な側面を紹介した．このような，繊

毛虫門の生物多様性とその問題点（例えば，
Corliss, 1974; Corliss, 1979; Finlay et al. 1996; Finlay 

et al. 1998; Corliss, 2002; Foissner et al., 2008）など

に今後，触れてみたいと考えている． 

 

 本稿では，繊毛虫類に関して，初学者が日本語

での理解に少しでも役に立てていただきたいと考

え，形態用語と分類体系をまとめた．形態用語と

図は，細胞生物学観点からの理解のみならず，繊

毛虫類の同定のための検索表を読みこなすために

助けになるはずである．繊毛虫類の多様性研究に

も役立てていただきたい．身近な原生生物の代表

とも言える繊毛虫類の様々な方面の研究が，これ

からも日本で続いていくことを願っている． 
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諸先輩方に心からの感謝を捧げたい． 

 著者のうち石田は，この総説の基礎となる技術

と知識のほとんどを広島大学での大学院時代とハ

ワイ大学でのポスドク時代に授かった．広島大時

代の恩師である故 重中 義信 先生からは，透過型

及び走査型の電子顕微鏡観察技術に関する手ほど

きや繊毛虫の構造に関する知識を，また，その

後，ポスドク時代の恩師である故 Richard D. Allen

先生や Agnes K. Fok 先生からは，生理・生化学的

手法に関する技術に加え，間接免疫抗体法や免疫

電子顕微鏡・凍結割断の技術，そしてゾウリムシ

やその他の繊毛虫に関する様々な知識を授けてい

ただいた．先生方の優しい人柄と卓越した技術や

知識に支えられ，今の私の基礎が練成された．私

のそれは遠く及ばないが，これまでの恩恵に心よ

り感謝を申し上げたい． 

 著者のうち島野は，西九州大学の 高橋 忠夫 博

士に繊毛虫に関する研究の手ほどきを受けた．多

くの教えのうち，その技術と知識をどこまで吸収

できたかわからないが，高橋 忠夫 博士の惜しみ

ないご教授に，心よりの感謝を申し上げたい．

オーストリアの故 Wilhelm Foissner 博士からも，

多くの知識を受けた．ここに合わせて心よりの感

謝を申し上げたい．故 月井 雄二 博士は，偉大な

先輩として，あるいは，同僚としてたくさんの影

響を受けた．博士の研究に向かう真摯な姿勢を尊

敬してやまない．本稿の種に関する議論を，いず

れじっくりしたいと思っていたところ急逝され

た．今ではできることは月井 雄二 博士の書籍の

付箋を辿るだけである．惜しみつつ心よりの感謝

を申し上げたい． 
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表1. 繊毛虫類に用いられる形態用語．*1 ラテン語の複数形付記. *2 引用文献に基づいて修正を加えた.（同）は同義語，

（対）は対義語を示す．*3 付表 (URL: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.28916258 ) では, ネット上の解説ページや電子顕微

鏡画像ページにリンクを結んでいる．綴りは米国表記を用いた（英国表記ではfibreは, fiberなど）． 

 用語*1 日本語訳 説明*2 引用文献*3 

A acidosome 酸性胞 Paramecium に見られる食胞の酸性化に関与する非リソ

ソーム性の小胞. 図 1，2 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 
付表 

A-C linker A-C リンカー 3 連微小管において，A 小管と隣接する C 小管を結合す

る構造であり，この構造により基底小体が形態的に安定化

されている． 
  

Soares et al. (2019) 

adoral zone 周口領域 繊毛虫に特異的に発達した細胞口の周辺領域のこと．

（同）口帯． 
  
  
  

柳生（1962）， 

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

adoral zone of mem-
branelles (AZM) 

周口小膜域 繊毛虫に見られる複合繊毛の一種が，口腔 (buccal cavity)

の壁や囲口部 (peristome) 左縁の壁で規則的な配列を示

し，その結果として形成された領域. 図 2 参照．（同） 

小膜，膜板． 
  

柳生（1962）， 

猪木（1981）， 

重中（1988）， 

付表 

adoral membranelle 周口小膜 
  

口腔 (buccal cavity) の壁や囲口部 (peristome) 左縁の壁で

規則的な配列を示す複合繊毛の一種． 
  

付表 

akontobolocyst trichocyst 
参照． 
  

 付表 

alternation of generation 世代交代 接合 (conjugation) などの有性生殖期と細胞分裂 (cell 

division) などの無性生殖期が交互に繰り返される生殖周

期のこと． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

alveolus 
（複:alveoli） 

胞状体 繊毛虫や渦鞭毛虫の細胞膜の直下にある扁平な膜構造．

Ca2+イオンを貯蔵しており，毛包 (trichocyst) の放出等に

関わっている．古い文献では，この構造に“小胞”という

言葉が当てられているが，他の小胞と識別するため，胞状

体という言葉が適正であると判断された．図 4，5 参照．

（同） 小胞，泡室． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Stelly et al., 

(1991)， 
Plattner et al. 

(1999)， 
付表 

alveolar system 胞状系 繊毛虫や渦鞭毛虫の細胞膜の直下にある扁平な胞状体  

(alveolus) からなるモザイク状構造．蜂の巣のような穴が

空いているという意味から名付けられた．図 5 参照．

（同） 小胞系． 
  

付表 

ampulla 
（複: ampullae） 

瓶状部 収縮胞複合体を構成要素の中でも放射管 (radial canal) の

一部を構成し，収縮胞に最も近い位置に存在する．アンプ

ル瓶の形に似ていることから命名された．図 3 参照．

（同） アンプル状膨大部，膨大部． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）, 
付表 

anarchic field 未確定領域 繊毛虫体の構造域．細胞口形成の際，即ち，口器形成   

(stomatogenesis) における口器オルガネラの生成域（大抵

は繊毛軸のない基底小体）．細胞口原基 (oral primordi-

um)． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

anisogamy 異形接合 形態的に異なる配偶子 (gamete) の融合．大きい方が雌性

配 偶 子  (macrogamete)，小 さ い 方 が 雄 性 配 偶 子 

(microgamete) とよばれる．（同） 不同配偶．（対） isog-

amy（同形融合） 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

autogamy 自家生殖 一つの細胞内で，自身の二倍体核から生じた 2 つの配偶

核 (1n) を融合し，受精核 (2n) を作る有性生殖法の一

つ．繊毛虫では，人為的に接合形成を阻害する方法により

誘導可能な場合がいくつかの種で報告されている．（同） 

オートガミー，ペドガミー，同類細胞接合，自家受精，自

家接合． 
  

柳生（1962）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.28916258
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autophagosome 自食胞 細胞内で二重膜に囲まれた細胞内消化に関わる自食作用 

(autophagy) に関わる小胞．異常な細胞内タンパク質，過剰

なまたは損傷した細胞小器官，侵入した微生物など，細胞

質の内容物を分解するシステムであるマクロオートファ

ジーを担う．形成された自食胞の外膜は，やがてリソソー

ムと融合し，オートリソソーム (autolysosome) を形成す

る．リソソームの加水分解酵素はオートファゴソームの含

有物と内膜を分解する． テトラヒメナやゾウリムシなどの

繊毛虫で報告されている．図 1 参照． 

 

Kersken et al. 

(1986)， 

Allen (1988)，
Ishida et al. 

(1993)， 
Kobayashi and 

Endoh (2005)，
Fok et al. (2008), 
Akematsu and 
Endoh (2010), 

付表 

axenic culture 無菌培養 培養対象生物以外の生物を含まない培養．この方法は，混

菌状態から無菌化する技術が確立され，しかも栄養要求性

や摂取法の解析が進んで，適当な合成培地が完成した種に

限られている． 
  
  

重中（1988），
Fok and Allen 

(1979)，    

 ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida and Hori 
(2017) 
  

axial filament axoneme  
参照． 

  ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

axis cylinder axoneme  
参照． 
  

  ﾊｳｽﾏﾝ （1989） 

axoneme 軸糸 繊毛や鞭毛内では，9 + 2 型の微小管構造である. ただし，

太陽虫などの軸足 (axopodium) 内では高次配列した微小管

束を意味する．図 6 参照．（同） アクソネーム． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

B basal body 基底小体 鞭毛及び繊毛の基部にある粒状の構造体で，その壁は 9 組

の 3 連微小管で構成されている．基底小体は，9 + 0 型を呈

し，その構造は中心体 (centriole) と相同である．図 6 参

照．（同） 基粒体，運動基体，動原基体，キネトソーム  

(kinetosome)． 
  

猪木（1981）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

basal granule basal body  
参照. 

  ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

basal microtubule 
  
  

基部微小管 
  
  

繊毛の基部を細胞の長軸方向に縦走する 1–数本の微小管．

図 4，5 参照． 

Allen (1969)，

Lynn (2008)， 
Soares et al. (2019) 
付表 

blepharoplast basal body  
参照. 

  ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

bristle 
  
   

剛毛 特定の散毛目（例えば，ハルテリア）の虫体の周囲に比較

的少数配列している長く硬い繊毛．この虫種に特徴的なき

わめて迅速な跳躍運動などに使用される． 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

brosse ciliature ブラシ状繊毛 特殊な短い繊毛または有棘繊毛 (clavate cilia) で構成される

ブラシ状の繊毛構造で，多くの場合，細胞の前端背側にお

いて体軸に対して斜めに配向する． 
  

Denis (1979) 

buccal cavity 口腔 繊毛虫細胞の先端から腹部にかけての凹み．特別な繊毛，

小膜 (AZM) や波動膜 (undulating membrane) を保持する．

図 1 参照． 
  

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

buccal apparatus 口器 食物摂取器官を構成する構造やオルガネラの全体的名称

（例えば，口繊毛をもつ細胞口，繊毛下織，繊維系，細胞

口，細胞咽頭などを含む）．図 2 参照．（同） 口部装置，

oral apparatus． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

budding 出芽 吸管虫類 (Suctoria) や漏斗類 (Chonotrichia) で特徴的に生

じる分裂様式．この様式では 1 ないし数個の娘細胞が生

じ，それらは通常の幼生段階よりも明らかに小さい．内生 

(endogeneous) 出芽や外生 (exogeneous) 出芽などが知られ

る．また，この言葉は，小胞体やゴルジ体，エンドソーム

膜系でコートマー分子により膜が突出して被覆小胞を生じ

る際にも用いられる． 
  

柳生（1962）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
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C caudal cilium 
（複: cilia） 

尾部繊毛 尾部繊毛は，細胞の後極または前極に存在する 1–数本の

繊毛で，細胞体表の繊毛よりやや長く，不動性である. 繊

毛虫の種によっては，基質へ一時的付着に用いられること

もある．図 1 参照． 
  

Lynn (2008) 

cell anus cytoproct 
参照． 
  

  ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

cell mouth 
  

cytostome 
参照． 
  

  ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

central microtubule 中心微小管 9 + 2 構造を持つ繊毛において，中心に存在する二つのシ

ングレット微小管のこと． 
  

Lindemann and 
Lesich (2024) 

central hub 
  

セントラルハブ 基底小体におけるカートホイール構造の中心に位置し，各 

3 連微小管の A  小管とスポークを介して連結する．基底

小体の複製の時最初に出現する構造． 
  

Soares et al. (2019) 

central sheath 中心鞘 9 + 2 構造を持つ繊毛において，中心に存在する二つのシ

ングレット微小管を取り囲むように存在する鞘状の構造の

こと． 
  

Lindemann and 
Lesich (2024) 

cilium 
（複: cilia） 

繊毛 比較的短い（ゾウリムシでは，10 μm 程度）糸状の運動器

官．原形質膜に覆われ，内部では 9 + 2 型の微小管構造を

示す．1 虫体あたり多数（ゾウリムシでは，–8,000 程度）

が形成される．Ciliature: 繊毛虫類における繊毛の総称．図

6 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

cirrus 
（複: cirri） 

棘毛 棘毛類 (Stichotrichia) 及び下毛類 (Hypotrichia) に属する

繊毛虫に典型的にみられる束状の繊毛複合体． 
  
  
  

柳生（1962）， 

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
 

clavate cilium 
（複: cilia） 

有棘繊毛 こん棒状 (club-shaped) に先端が膨化した感覚繊毛． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

clone クローン 単一個体に由来する原生生物培養． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

collecting canaliculus 
（複数: canaliculi） 

集水管 典型的な集水管はゾウリムシの収縮胞で認められ，収縮胞

を中心にして放射状に配置された数本の瓶上部とひとつな

がりの小管がそれに相当する．機能的には，排出液をスポ

ンジオーム (spongiome) から瓶状部へ導く役割を果たす．

図 3 参照．（同） collecting canal． 
  

猪木（1981），
Ishida et al. 

(1993)，   
付表 

concretion vacuole 凝結胞 ロクソデス属（Loxodes）などに形成される液体の詰まっ

た桑実状の球状小胞で，バリウム含量が高く，平衡胞機能

と考えられている．（同） ミューラー嚢 (muller's vesi-

cle)． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

conjugation 接合 繊毛虫に見られる有性生殖法の一つ．繊毛虫細胞が（たい

ていの場合細胞口域で）互いに融合し，核を交換する．そ

の際，それぞれの細胞の半数体核 (1n) は接合の相手に移

動し（移動核），そこに存在する相手の半数体静止核と融

合し，受精核 (2n) を生じる． 
  

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

contractile vacuole 
  
  
  
  
  
  

収縮胞 主に淡水に生息する生物にみられる，細胞内に入ってきた

余分な水を排出して浸透圧を調節する機能をもつ．通常，

規則的に拡張・萎縮を繰り返す．繊毛虫類では，複数の膜

系から構成される収縮胞複合体となっており，収縮胞はそ

の一部であり，細胞膜と融合する膜である．図 3 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida et al. 

(1993)，    

付表 
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contractile vacuole pore 収縮胞孔 螺旋状に巻かれた微小管の筒の内側に細胞膜が陥入した深

さ 1  μm の構造体であり，この微小管の筒からは，放射管

と同数の微小管束が筒の端から生じ，細胞質中に伸展す

る．この 6–12 本の微小管束を骨格に放射管を構成する膜

系が分布する． 
  

Allen (1988)， 
付表 

contractile vacuole com-
plex 

収縮胞複合体 収縮胞とそれに付随する形態的に異なる膜系の総称．  ゾ

ウリムシのような大型の繊毛虫の場合，収縮胞複合体は，

収縮胞（contractile vacuole），収縮胞孔 (contractile vacuole 

pore)，瓶状部 (ampulla)，集水管部 (collecting canal)，ス

ムーススポンジオーム (smooth spongiome)，デコレーテッ

ドスポンジオーム (decorated spongiome) から構成され

る．図 3 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida et al. 

(1993)，    

付表  

cortex 
（複: cortices） 

皮質 単細胞の繊毛虫類では，細胞表面にある複雑な構造をさし

て 皮 質  (cortex) と 呼 ぶ．繊 毛 虫 類 の 皮 質 は，体 域 

(somatic region) と口部域 (oral region) の二つに区分でき

る. 広義には，原生生物の細胞外物質も含む．図 5 参照．

（同） 皮層，表層． 
  

猪木（1981）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

cyclosis 原形質流動 原形質流動は，サイクローシスとも呼ばれ，細胞内の細胞

質の流れまたは動きであり，代謝物，栄養素，及び一部の

細胞内小器官を細胞内の他の部分に輸送する現象のこと． 
  

猪木（1981） 

cyrtos cytopharyngeal  

basket 参照． 
  ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

cyst シスト 多くの原生生物の生活環における，一つまたは多数の外皮

に囲まれた非運動性段階の細胞体．消化シストや増殖シス

トのようなものも存在し，全てのシストが環境条件劣化の

耐過のために存在しているわけではない．（同） 嚢子，

胞嚢，被嚢体． 

柳生（1962）， 

猪木（1981）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

cytogene 細胞質遺伝子 細胞質内に形成される形態形成活性を保持する因子.  核に

依存していないが核にも影響を与える． 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

cytogamy サイトガミー 接合対が形成されても配偶核の交換が行われず，同一の細

胞の中で自身の配偶核同士が融合すること．生じた受精核

は全てホモとなる． 
  

重中（1988） 

cytostomal cord 細胞口索 繊毛下格子は，口腔背側の細胞質において太く枝分かれし

ない束状の構造となり，この構造を特に細胞口索と呼ぶ． 
  

付表 

cytopharyngeal basket 簗  (やな) 器 繊毛虫の 梁口綱で典型的に認められる細胞器官である．

簗器の壁は，基底小体に由来するネマトデスマによって強

化され，その周辺部は繊維状の鞘によって囲まれている．

この装置に毒胞 (toxocyst) は含まれていない．図 2 参

照．（同） 細胞咽頭部籠． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

cytopharynx 細胞咽頭 細胞口の左側に位置し，細胞口に直接連なる細胞質領域. 

しばしば特定器官の支持構造（例えば，ネマデスマ，線維

系）によって補強される．その内端部で食胞 (food vacu-

ole) が形成される．図 6 参照． 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

cytoproct 細胞肛門 一般的には細胞体後方にある永久的な裂け目状の開口部

で，排泄物がここから外へ放出されるが，通常は閉じてい

る．細胞肛門の縁は微小管によって補強されている．ま

た，その位置は分類の基準としても利用される．図 1 参

照． 
  

猪木（1981）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
  

cytopyge cytoproct 参照．   ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 
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cytostome 細胞口 口部装置（口器）の最も内側の領域にある区域．単純な膜

でだけ細胞質と区切られている（例えば，繊毛虫では胞状

体や繊毛下織がない領域）．図 1 参照． 
  

猪木（1981）， 

付表 

D diastole 拡張期 収縮胞複合体 における収縮胞の膨張する期間. （同） 弛

緩期．（対）収縮期 (systole)． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

digestion 消化 体内に取り込んだ食物を細胞が利用できる形態まで分解す

ること． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

digestive vacuole food vacuole 参

照． 
  

    

discoidal vesicle 円盤小胞 初期食胞 (nascent food vacuole) の膜供給体 (membrane 

donor) となる小胞．円盤小胞は，細胞咽頭部微小管束 

(cytopharyngeal microtubular ribbon) により細胞咽頭部に運

ばれ，細胞口の細胞膜と融合することにより初期食胞を生

じる．図 2 参照． 
  

Fok and Allen 

(1988, 1993)， 

付表 

dorsal bristle complex 背部剛毛複合体 下毛類の背部にある繊毛複合体であり，機械刺激受容に関

わる可能性が示されている． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

doublet microtubule 二連微小管 9 + 2 型 軸糸における二連微小管のこと．9 + 2 型とは，外

側に配置された 9 個の二連微小管と中心に配置された 2 個

のシングレット微小管からなる構造．13 本のプロトフィ

ラメントからなる A 小管と 10 本のプロトフィラメントか

らなるB小管から構成される． 中心のシングレットの周

りには，中心鞘 (central sheath) があり，外側の二連微小

管から，この部分に向かって放射状スポークが伸びる．図 

6 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Lindemann and 
Lesich (2024) 

dynein arm ダイニンアーム ATP 分解酵素活性をもつタンパク質複合体であり，鞭毛や

繊毛の軸糸内において，A 小管から隣のダブレットの B 

小管に向かってハンマー状に伸びることから，アームと呼

ばれる. 中心に近い側は内腕アーム (内腕ダイニン inner 

dynein arm)，中心から遠い側は外腕アーム (外腕ダイニ

ン outer dynein arm) と呼ばれ，ATPの加水分解エネルギー

を利用して隣り合う微小管の間に滑りを起こすことが知ら

れている. 図 6 参照. 
  

ﾊｳｽﾏﾝ (1989)， 
Yamamoto et al. 
(2021) 
付表 

E egestion 排出 エクソサイトーシスによる未消化物質の排出．（同） 排

泄 (defecation)．  
  

Fok and Allen 

(1988)， 
ﾊｳｽﾏﾝ (1989) 
  

endoplasmic reticulum 
（複: reticula） 

小胞体 真核生物の細胞内小器官の一つであり，1 重膜により取り

囲まれた板状あるいは網状の膜系のこと．中でも膜の細胞

質側が平滑な面を持つものを滑面小胞体 (smooth-surfaced 

endoplasmic reticulum) とよび，これに対して膜の細胞質側

表面に多数のリボソーム (ribosome) を付着させているも

のを粗面小胞体 (rough-surfaced endoplasmic reticulum) と

よぶ．ゾウリムシでは，皮質のトリコシストの周りによく

観察される．おおよそ円形か管状であり，大きな扁平シー

トは稀である. 図 5 参照．（同） ER（略）． 
  

Allen (1988)， 

付表 

endosome エンドソーム 飲作用 (pinocytosis) によって形成された一重膜の生体膜

からなる細胞内消化に関わる小胞． 
  
  

Allen and Fok 

(1993)，    

付表 

epiplasm エピプラズム 繊毛虫類の皮質の胞状系 (alveolar system) 直下にあり，細

胞皮質のパターン形成プロセスと細胞形状に維持に関与す

る繊維性タンパク質 (articulin やepiplasmin など) により

構成される層構造．図 4, 5 参照． 
  

猪木 (1981)， 

ﾊｳｽﾏﾝ (1989)，
Nahon et al. 

(1993)，    

付表 
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eukaryote 真核生物 核膜の存在によって細胞を特徴づけることが出来る生物．

原生生物と後生動物の全てを指す． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

excretory pore 排出孔 収縮胞複合体の排出孔のことであるが，Ng (1977) にて 

“contractile vacuole pore” と言う名称が先に使われている． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

extrusome 放出体 膜に囲まれた細胞内小器官．機械的，化学的，電気的刺激

により中身を虫体細胞から外へ放出する．通常，破裂する

ように瞬間的におこなわれる受け渡しの過程で放出体内部

はそれぞれ特徴的な様式で変化する．繊毛虫では，毛包 

(trichocyst)，ハ プ ト シ ス ト  (haptocyst)，粘 液 胞 

(mucocyst)，桿状体 (rhabdocyst)，毒胞 (toxicyst) などがこ

れに属する．図 5 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 
付表 

F food vacuole 食胞 繊毛虫では，細胞咽頭の端に 食作用 (phagocytosis) によっ

て形成される．ゾウリムシでは比較的よく研究されてお

り，食胞による細胞内消化課程は，次の 4 つのステージに

分けられる．1)  食胞形成過程では，食胞膜は咽頭部周辺に

ある円盤状小胞 (discoidal vesicle) が融合することで供給さ

れる．2)  酸性化過程では，液胞型プロトンポンプを持つ酸

性小胞 (acidosome) が融合し，食胞内部を酸性化する (pH 

3 > )．3)  消化過程では，様々な消化酵素を持つ 1 次リソ

ソーム (primary lysosome) が食胞膜に融合することで，食

胞膜内部のものが消化される．やがて，4)  排泄過程におい

ては，食胞膜が細胞肛門から生じた微小管により細胞肛門

に導かれ細胞膜と融合し，未消化物は 細胞肛門から細胞外

に排出される．図 1 参照． 
  

Fok and Allen 

(1988)，    

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Fok and Allen 
(1990)      
付表 

G gamete 配偶子 有性生殖のために減数分裂でつくられる半数体細胞．配偶

子母細胞 (gamont) が変化してできる．配偶子が接合する

過程が受精であり，その結果，ザイゴート (zygot，接合

子) が作られる．配偶子には接合についてのタイプ（性）

があり，異なる性のものが接合する．配偶子の大きさに差

がある場合（異形配偶子），大型のものをマクロガメート

（macrogamete，雌性配偶子），小型のものをミクロガ

メート（microgamete，雄性配偶子）とよぶ．これらはそれ

ぞれマクロガモント（macrogamont，雌性配偶子母細

胞），ミクロガモント（microgamont，雄性配偶子母細胞）

からできる． 
  

柳生（1962）， 

猪木（1981）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

gamone ガモン 受精物質．接合の前に相補的接合型を識別するための化学

物質． 
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 
  

Golgi apparatus ゴルジ体 複合的な膜系からなる細胞小器官．小胞体で合成されたタ

ンパク質をあつめて修飾・加工した後，小胞にまとめて細

胞膜，リソソーム等に輸送すると考えられている．図 5 参

照．（同） ゴルジ複合体 (Golgi complex)，ジクチオソー

ム  (dictyosome)． 
  

柳生（1962），

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

H haptocyst ハプトシスト 放出体 (extrusome) の一種．吸管虫類の触手先端部に形成

されている獲物の拘留に用いられる毒胞．触手が獲物に接

触すると内容物を放出して，双方の細胞膜を結合させる. 

（同）接触胞． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

I infraciliature 繊毛下織 繊毛虫類の微小管および微小繊維集合体と結合したすべて

の基底小体と，これに付随するキネトデスマを含んでい

る． 

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ （1989），

付表 
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infraciliary lattice 繊毛下格子 ゾウリムシに見られるカルシウム結合性の収縮性繊維であ

るセントリン (centrin) とセントリン結合蛋白質により構

成される格子状のネットワーク構造．基底小体のすぐ隣に

位置し，細胞皮質全体にわたって存在する． 図 4，5 参

照． 
  

de Loubresse et al. 

(1988)，  
Allen et al. 

(1998)，    

付表 

ingestion 摂食 エンドサイトーシスによって虫体周囲の媒質から物質を細

胞内部へ取り込むこと．（同） 採食． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

inner dynein arm 内腕ダイニン 内腕ダイニンは曲げの大きさと形（総称して波形と呼ばれ

る）の制御に不可欠であると言われている．引用この文献

は，Chlamydomonas を材料としているが，現代の繊毛ダイ

ニン研究のモデル生物でもあるため，繊毛虫ではないが，

引用している． 

 

Yamamoto et al. 
(2021), 
付表参照 

isogamy イソガミー 性による大きさの違いがない配偶子（同型配偶子）の接

合．（同） 同形接合．（対） anisogamy（異形接合）． 
  
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

K kappa-particle カッパー粒子 ゾウリムシ内に生息する細菌．特定の状態下では，他のゾ

ウリムシに対して致死的となる．細胞内に複数種の細菌が

生息しており，正確に一つの種として記載出来ない場合に

ギリシア文字で命名する．（同） κ 粒子． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

kinetodesmal fibril 
  
  
  
  
  
  
  
  

キネトデスマ繊

維 
繊毛虫の体表面の ペリクル下にある周期的な横縞構造を

もつ繊維状構造. 各基底小体（対になっている場合  ＝ 

dikinetid は 後方の基底小体）の基部付近から生じ，細胞

体の前方に向かって配向する．通常は，繊毛列線の右側に

位置する．キネトデスマが繊毛列線に沿って並ぶ基底小体

間の距離よりも長いときは，前後のキネトデスマが  重

なってキネトデスマ繊維束を形成する．（同） kinetodes-

ma fibril (fiber) ．図 4，5 参照． 
  

猪木（1981）， 

付表 

kinetid キネチッド 基底小体とそれに付随した繊維状構造等から構成される繊

毛虫類の皮質 (cortex) の基本構造．各キネチッドには，

基底小体が 1 個の場合 (monokinetid) と，2 個の場合 

(dikinetid)，あるい 2 個以上含まれる場合もある．図 4 参

照． 

 

付表 

kinetosome basal body 参

照． 
  

 ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

kinety キネティ 繊毛虫類の皮質 (cortex) にあるキネチッドの並びのこと

で，この概念には，基底小体から生じる繊毛も含め，基底

小体に結合するキネトデスマ線維，後繊毛微小管  

(postciliary microtubule)，横走微小管 (transverse microtu-

bule) などの構造全体を指す．この構造は，典型的には繊

毛虫長軸と平行に走行する．図 4 参照．（同） 動原繊

維． 
  

猪木（1981）， 

付表 

L Liberkuehn's organella 
（複: organellae） 

リーベルキュー

ン器官 
オフリオグレナ類の口腔左側の皮質内に形成され，光線を

屈 折 さ せ る 時 計 皿 構 造 を 持 つ 細 胞 内 小 器 官． 

（同） watchglass organelle． 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

longitudinal microtubule 縦走微小管 胞状系 (alveolar system) 直下を細胞の長軸方向に縦走する

微小管．図 4参照． 
  

Allen (1969)，

Lynn (2008)，
Soares et al. (2019) 
  

lorica 
（複: loricae） 

ロリカ 細胞の外に分泌されてできる殻 (test, shell) の一種．一般

には，管状またはつぼ状で，片方が開いている．他方が外

部に付着する場合と付着していない場合がある．ペリクル

と異なり，細胞表面との間隔が広く外界の水が浸入してい

る．繊毛虫によく見られるが，形態や成分は種によって異

なる．（同） 鎧． 

 

柳生（1962）， 

猪木（1981）， 

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
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lysosome リソソーム 真核細胞に存在する細胞内消化に関わる細胞内小器官．消

化酵素を内蔵する小胞であり，主要酵素として酸性フォス

ファターゼなどが存在する．小胞体 (endoplasmic reticu-

lum) /ゴルジ体 (Golgi apparatus) に由来する分解酵素だけ

を含むリソソームを 1 次リソソーム (primary lysosome) と

いい，合体して物質を分解している最中のリソソームを 2 

次リソソーム (secondary lysosome) という．図 1 参照．

（同） ライソソーム． 
  

猪木（1981），
Fok and Allen 

(1988)，    

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

M macrogamete マクロガメート 性により配偶子の大きさに差がある種の大型の配偶子 

(gamete)．（同） 雌性配偶子． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

macronucleus 
（複: macronuclei） 

大核 核二形性 (nuclear dimorphism) を示す原生生物の持つ体性

核．小核（生殖核）が二倍体 (2n) であるのに対して，一

般に倍数体 (polyploid) 化 した状態にある．図 4 参照．

（同） 栄養核 （栄養増殖期に機能する核） ． 
  

柳生（1962），

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

 
membranelle 小膜 貧膜口綱や旋毛綱の繊毛虫にみられる複合繊毛の一種．密

集しているが互いに結合していない規則的に配列した繊毛

から構成されるオルガネラ．扁平に広がる小膜の形成は光

学顕微鏡で観察できる．（同） 膜板． 
  

柳生（1962），

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ （1989）， 

付表 

 
metachronism 継時打性 繊毛や鞭毛の一定の位相差を保った打運動．（同） 継時

性，後時性． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

mating type 接合型 接合を行う細胞の性．（同） 交配型． 
  
  
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
  

microgamete ミクロガメート 性により配偶子の大きさに差がある種の小型の配偶子 

(gamete)．（同） 雄性配偶子． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

micronucleus 
（複: micronuclei） 

小核 核二形性 (nuclear dimorphism) を示す原生生物に見られる

核で，その大きさが大核より小さいことからこの名称が一

般的に用いられている．一般には 2n の状態にあると思わ

れ，接合時に減数分裂を行ない，生殖核となる．生殖核は

その後通常の分裂を行なって，片方の核が接合相手のもの

と交換される（核交換）．交換した核と残った核が融合す

ることで受精が成立する. 図 1 参照．（同） 生殖核． 
  

柳生（1962），

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

microtubule 微小管 α-, β-tubulin のヘテロ二量体よりなる繊維が 13 本集まって

形成された直径 25 nm の中空の管. 原 生生物細胞ではき

わめて重要な構造体である．微小管は比較的硬い成分でき

ており，細胞骨格の一つに数えられる．例えば皮質や特定

の仮足，あるいは繊毛虫類の口器外部の補強などのために

作動している．また微小管はゾウリムシの収縮胞でみられ

るように，オルガネラを細胞内のある特定の位置に固定す

るためにも存在していると考えられている．図 6 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 
 

mitochondrion 
（複: mitochondria） 
  

ミトコンドリア 二重膜でできた細胞内小器官であり，好気呼吸の場所であ

る．細胞のエネルギーである ATP の産生を担う．独自の

DNA をもつ半自立性の細胞内小器官である．ゾウリムシ

には，1 細胞中に数千のミトコンドリアが存在するが，細

胞皮質に多く見られる．繊毛虫に見られるミトコンドリア

の内膜は，扁平なラメラ構造をとっておらず，管状構造を

とる．図5 参照． 
 

Allen (1988)， 

付表 
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morphogenesis 
  
  

形態形成 分裂過程における繊毛虫体細胞の新生，あるいは形態の

変化，ならびに損傷した虫体細胞ステージの再生． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

mucocyst 
  
  

粘液胞 放出体の一種で，テトラヒメナやロクソフィルム等で観

察される．半結晶状体のタンパク質を含み，細胞外から

の刺激で放出される． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）,

付表 

mueller's vesicle concretion vacu-

ole 参照． 
  

  ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

myoneme マイオネーム 多くの場合その存在が確認されている収縮性をもつ細胞

質に存在する微細繊維構造. 繊毛虫類に見られるマイオ

ネームは，互いに網目状に結合する．特殊化した構造

は，ツ リ ガ ネ ム シ で 観 察 さ れ，ス パ ス モ ネ ー ム 

(spasmoneme) と呼ばれる．カルシウムイオンのみで収縮

し，ATP のエネルギーを必要としない．一部の繊毛虫の

マイオネームが，抗セントリン抗体と交差反応性を有す

る こ と が 確 認 さ れ て い る． 

（同） 糸筋，ミオネーム． 
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 
Lannan et al. 
(2024) 
付表 

N nemadesma ネマデスマ 互いに平行に走る微小管束で構成され，それぞれは口腔

繊毛の基底小体に連絡している．電子顕微鏡観察による

断面は，六角形配列をとる． 
  

猪木（1981） 

nephridial canal radial canal 
参照． 
  

  猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

nuclear dimorphism 核二形性 1 個ないし多数の無性的な細胞機能を担う大核（栄養核）

と，1 個ないし複数の有性生殖を担う小核（生殖核）が同

時に存在すること．たとえば有孔虫類の生活環の特定期

や繊毛虫類一般でみられる． 

（同） 二元核，二型性，nuclear dualism． 
  

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

nexin ネキシン 軸糸内において，外側の二連微小管の間を繋いでいる構

造．図6 参照． 
  

付表 

O oogamy 
  
  
  

オーガミー 運動性のミクロガメート(microgamete，雄性配偶子）によ

る非運動性のマクロガメート（macrogamete，雌性配偶

子）の受精．（同） 卵接合． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

oral ciliature 
  
  
  

口部繊毛 口器に直接関連する単繊毛または複合繊毛のこと．口腔

内部の繊毛も含む概念．これ以外の繊毛を，体繊毛 

(somatic ciliature) と呼ぶ． 
  

Lynn (2008)， 

猪木（1981） 

oral poly-kinetid 
  
  

口部多キネチッ

ド 
周口小膜域 (AZM) として知られる構造で口器に存在する

複合繊毛のこと． 
  

Lynn (2008)， 

付表 
  

outer dynein arm 外腕ダイニン 外腕ダイニンは力の発生と繊毛拍動周波数の制御に重要

である．この引用文献は，Chlamydomonas を材料としてい

るが，現代の繊毛ダイニン研究のモデル生物でもあるた

め，繊毛虫ではないが，引用している． 
  

Allen (2007)，
Yamamoto et al. 
(2021) 

P paedogamy autogamy 
参照． 

 猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）  

paroral membrane 口内膜 繊毛虫の 囲口部の左側にある単一，あるいは 多数の繊毛

列のことで，完全または部分的に合体為る性質を持つた

め，単一ユニットとして振る舞う．うねるような，また

は膜状の性質を持つ．（同） 波動膜，口内キネト． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），

Lynn (2008)，  

付表 

https://www6.pbrc.hawaii.edu/allen/ch11/21-col3407.html
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parasomal sac パラソーマ嚢 繊毛虫類の繊毛の基部，細胞前端部側のすぐ近くに形成さ

れる被覆小胞 (coated vesicle) のこと．虫体細胞内のペリ

クル系の胞状体の間に突出し，細胞質に直接出入りする．

この小胞を介する飲作用（受容体媒介）により細胞質内に

物質が取り込まれる．図 5 参照．（同） 副胞嚢． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Allen and Fok 

(1993)，     

付表 

pellicle ペリクル 元来，繊毛虫類における 体表構造を覆っている硬質の膜

状外皮構造のこと．ペリクルは，細胞の外側から順に，細

胞膜，胞状系 (alveolar system) ，及びエピプラズム 

(epiplasm) といった構造を含み，これらの総称．図 5 参

照．（同） ペリクラ，外皮． 
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

peniculus 
（複: peliculi） 

ペニキュラス 膜口類の繊毛虫類，口腔内部の小膜 (membranelle) の一

種．口腔内の左側面に存在し，比較的短い繊毛の帯状配列

で構成されている．典型的なものはゾウリムシで観察さ

れ，4 つの比較的タイトなキネティ (kinety) よりなるもの

が，2 条，腹部ペニキュラス (ventral peniculus) および背

部ペニクルス (dorsal peniculus) として配列する．これら

が濾過摂食 (filter feeding) のフィルターとして働いてい

る．図参照．（同） ペニクルス． 

猪木（1981），

Allen (1988)，  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida et al. 

(2001)，    

付表 

perilemma ペリレンマ 特定の繊毛虫（例えば，若干の少毛類 Oligotrichida や下毛

類 Hypotrichida）の主として虫体細胞の細胞膜の外側に存

在する機能のよくわかっていない膜状の細胞外構造． 

（同） 外膜，周皮． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

periphyton 付着生物 水生生態系（有機的基質や無機的基質）の上に定着する付

着性原生生物． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

peristome 
  
  

囲口部 細胞口の前側方がくぼみ，または特殊な繊毛環によって縁

どりされている部分．（同） 口溝 (oral groove)． 
  
  

柳生（1962），

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

peroxisome ペルオキシソー

ム 
以前はミクロボディという名前で呼ばれていたものである

が，1 重膜で囲まれた細胞内小器官である．多くの酵素を

含み，脂肪酸の代謝に関わると考えられている．ゾウリム

シの場合，ミトコンドリア同様に，細胞質中に散在してい

る．均質で比較的電子密度の高い小胞として観察され，内

部には管状構造が顆粒状基質の中に観察される．サイズは

ミトコンドリアよりは小さい．図 5 参照． 
  

Allen (1988)， 

付表 

phagocytosis 食作用 
(貪食作用) 

膜を使った物質の細胞内への取り込み法の一種. 特に大型

の餌生物や固形粒子を周りの液体とともに取り込む摂食胞

であり，食胞 (food vacuole，phagosome) の形成を伴う．

図 1 参照． 
 

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

phagolysosome 消化胞 食胞がリソソーム (lysosome) と融合し，消化過程にある

食胞のこと．図5参照（DV III に相当）． 

（同） 2 次リソソーム． 

Fok and Allen 

(1988)，     
付表 
  

plasma membrane 細胞膜 細胞の外側を覆い，細胞質と外界を隔てる脂質二重層から

なる膜のこと．図 3，5 参照． 

（同） 原形質膜． 
  

付表 

pinocytosis 飲作用 膜を使った物質の細胞内への取り込み法の一種．エンド

ソーム (endosome) と呼ばれる小胞の形成による液体やイ

オンの摂取方法であり，被覆小胞 (coated vesicle) 形成を

伴う場合，受容体媒介の飲作用と分類される．こうした小

胞は，やがてリソソーム系で細胞内消化される．図 5 参

照． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Allen and Fok 

(1993)，    

付表 
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postciliary microtubule 後繊毛微小管 繊毛虫類に生じる 2–9 本の互いに結合した微小管束．基

底小体の右側に伸展して後方に向かって折れ曲がり 5 つの

基底小体を超えて伸びる．これにより複数の微小管束同士

は，オーバーラップする．図 4，6参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

postoral fiber 
  

後口部繊維 
  

ゾウリムシ口腔の右側面から細胞後端部方向に伸びる数十

本の微小管から構成される繊維であり，この部分にはアク

チンが分布することが知られている．作られたばかりの食

胞は，この繊維の上を細胞後端部へ向かって滑走する．

（同） 後口部微小管束 (postoral microtubular bundle)． 
  

Sehring et al. 

(2006)，     

付表 
  

primordium 原基 生成，分化の基になるオルガネラレベルの構造．例え

ば,，核原基 (kernanlage)，皮質原基 (cortexanlage)，細胞

口原基 (oralanlage) など． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

proboscis 吻 特定の毒胞亜綱（例えば，ディレプタス属  Dileptus，ラ

クリマリア属 Lacrymariaなど）の繊毛虫の虫体細胞前端に

ある鼻状突出部. その基部に口が位置する．毒胞を保持し

ておりしばしば激しく運動する．（同） 吻管． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

protist 原生生物 真核の単細胞生物の全てを含む概念．独立栄養性および従

属栄養性の単細胞真核生物．単核あるいは多核で（生活環

の特定の段階では時折），一部の生物は群体を形成する傾

向がある． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

Q quadrulus 
（複: quadruli） 

クアドルールス 口腔内の小膜 (membranelle) の一種．膜口亜綱（テトラヒ

メナ属 Tetrahymenaなど）の繊毛虫は，口繊毛のうち比較

的長い繊毛をもつ 4 つの比較的離れたキネティ (kinety) 

から構成される小膜．クアドルールスはペニキュラス 

(peniculus) の右側に位置している．細胞外からの餌生物な

どは，繊毛列の間を通って細胞口に到達することが報告さ

れている．図 2 参照．（同） クアドルルス 
  

猪木（1981），

Allen (1988)，  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida et al. 

(2001)，     

付表 

R radial canal 放射管 ゾウリムシなどの大型の繊毛虫で観察される収縮胞複合体

の一部であり，中心にある収縮胞 (contractile vacuole) を

放射状に取り巻く部分のこと．放射管は，瓶状部 

(ampulla)，それにつながる集水管部 (collecting canal)，ス

ムーススポンジオーム (smooth spongiome) とこれをさらに

取り巻くデコレーテッドスポンジオーム (decorated spongi-

ome) をまとめた構造のこと．図 3 参照．（同） nephridi-

al canal，集合管． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida et al. 

(1993)，     

付表 

reorganization 再編 細胞構成器官の吸収と新生のこと．とくに細胞分裂の際に

観察される特徴的な細胞核の変化や，接合時における簗器 

(cytopharyngeal basket) の変化のことを示す． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

replication band 複製帯 主として下毛亜綱の繊毛虫において分裂前に形成される大

核内の明確な横縞模様．大核の中央から末端，または逆に

走る縞で，DNAとヒストンの合成帯を示している． 
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 
Irwin et al. (2021), 
付表 
  

S scopula 
（複数: scopulae） 

スコプラ 定着性縁毛類の反口極に存在するボール状の肥厚縁の領

域．きわめて短い非運動性繊毛と，多数の基底小体やペリ

クル孔（形態的にパラソーマ嚢に類似）を保持する．スコ

プラは付着器官として役立っているかあるいは，この構造

から非運動性あるいは収縮性の大きな柄の形成に関与して

いる． 
  

柳生（1962），

猪木（1981）, 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

sensory cilium 
（複: cilia） 

感覚繊毛 基本的な型態とは異なる構造をした（例えば，桿状に膨ら

んだ）繊毛． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 
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silverline system 銀線系 鍍銀染色によって可視化される（特に繊毛虫）皮質  

(cortex) 構造全体の組織．ただし，繊毛，キネトデスマ，

微小管束，核など数多くの構造を染色するプロタゴール法 

(protargol method) により染色される系は含めないのが普

通．銀線系には，繊毛基粒や細胞体表層部の繊維系のほ

か，ペリクルの胞状体 (alveolus) の接触面やペリクル表層

のくぼみなども含まれる． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

smooth spongiome 
  
  
  
  

スムーススポン

ジオーム 
瓶状部とひとつながりの集水管を取り巻くように位置する

スポンジ状の膜構造．一見してスムースな表面を持つこと

から命名された．図 3 参照．（同） 腎小管，腎形質． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida et al. 

(1993)，     

付表 
  

somatic ciliature 体繊毛 
  
  

口部繊毛以外の体表にある繊毛あるいは複合繊毛の総称． Lynn (2008)， 

猪木（1981） 

sorcarp ソロカープ ソロゲナ属 Sorogena（コルポダ綱，ソロゲナ目）の水面

上に突き出した累積子実体のこと．長く伸びた柄の先端に

は多数のシストから構成される球がある．（同） 累積子

実体． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

spasmoneme スパスポネーム 固着性のツリガネムシ目（ツリガネムシ属 Vorticella，エ

ダワカレツリガネムシ属 Carchesium，及びズータニウム

属 Zoothamnium）の収縮性柄に存在する光学顕微鏡的に

識別可能な線維束．マイオネーム (myoneme) の特殊化し

た構造であり，スパスモネムは螺旋状に収縮し,その収縮

反応はカルシウム感受性である． 
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

spongiome スポンジオーム 収縮胞近隣に見られる膜構造の総称: 液胞型プロトンポン

プの修飾を伴うものをデコレーテッドスポンジオーム 

(decorated spongiome)，伴わないものを スムーススポンジ

オーム（smooth spongiome，（同） 腎小管，腎形質） と

いう．図3参照． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Ishida et al. 

(1993)，     

付表 

stomatogenesis ストマトジェネ

シス 
繊毛虫の細胞分裂の際に細胞口が新生される過程をいう．

（同） 口器形成． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

subkinetal microtubule キネティ下微小

管 
繊毛虫類のキネティの基底小体下部に局在する 1 本以上の

微小管リボンで，キネティに続く微小管． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Lynn (2008) 

syncilium 
（複: syncilia） 

房状繊毛 エントディニウム類 (Entodiniomorphida) の繊毛虫に見ら

れる冠状に集まり固く束ねられた繊毛のこと． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

synclone シンクローン 接合対由来の全ての細胞． 
  

重中（1988） 

syngen シンジェン 同じ遺伝子プールをもつ繊毛虫類の種内個体グループ．異

なるシンジェンは互いに交雑できない. 例えば，ヒメゾウ

リムシには 14 のシンジェンを包含している. これらは現在

では，aurelia complex の同胞種  (sibling species) とみなさ

れている．（同） 同質遺伝子個体群． 
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

systole 収縮期 収縮胞複合体の収縮胞の収縮期のこと．（対）拡張期 

(diastole)． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

T taxis 走性 自由運動能力を持つ生物が外部からの刺激に反応して起こ

す方向性の認められる移動運動． 
  

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

telotroch テロトロク 付着性であるツリガネムシ目の繊毛虫の生活環における遊

泳個体．（同） 遊走細胞． 
  
  

柳生（1962），

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ （1989） 
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tentacle 触手 吸管虫類に見られる収縮性または日収縮性の棒状突起で，

時 に分 岐し，吸触 手  (suctorial tentacle) ま たは 吸管 

(suctorial tube) と呼ばれる．環状に配列した微小管に支え

られた細胞支脈（小仮足）．吸管虫類では，摂食用触手と

捕食用触手が区別される．若干の裸口類繊毛虫では先端領

域に一つまたは多数の毒胞を保持する退縮性触手を保有し

ている． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

toxicyst 毒胞 細長いカプセル状の放出体 (extrusome)．ここから管が反

転して射出される．管の補助によって毒物が分泌される．

この器官の機能は獲物食物の捕獲と敵からの防御である． 
 

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 
， 

付表 

transformation 形質転換 環境条件や生活環過程の変動によって，ある細胞型から他

の細胞型に変化すること．多くは運動性をもつ幼生段階

（トロフォント，trophont）を形成する付着性原生生物の

生活環の一部で起こる．（同） 型変換． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

transverse microtubule 横走微小管 繊毛虫類に形成される 4–6 本の相互に結合した微小管か

ら構成される帯状構造．基底小体の左側に端を発し，ペリ

クルのほとんど直下を通ってキネティの方向に対して直角

に伸展する．図 4，6 参照．（同） 横走性微小管． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989），
Libusová and 

Dráber (2006)，
Junker et al. 

(2019)，     

付表 
  

trichocyst 毛包 ウリムシ亜綱，及びナスラ綱 [簗口綱] などの繊毛虫にみ

られる突出体（放出体，extrusome）．捕食者に対して防

御の機構となっている可能性が示唆されている． 図 5 参

照． 
  

月井（1995–

2018）， 

Harumoto and 

Miyake (1991)，

付表 

triplet microtubule 三連微小管 基底小体を構成する三連の微小管のこと．基底小体は，9 

+ 0 型を呈し，中心微小管のペアを欠くものの，その代わ

りに中心には 9 本のスポーク (spoke) とセントラルハブ 

(central hub) から構成されるカートホイール構造を持つ．

13 本のプロトフィラメントからなる A 小管と 10 本のプロ

トフィラメントからなる B 小管，10 本プロトフィラメン

トからなる C 小管で構成される. A 小管と隣の三連微小管

の C 小管の間は，A-C リンカーという構造で繋がれてい

る．図 6 参照． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 
Soares et al. 
(2019), 
付表 

trophont 栄養体 生活環の中で，運動性があり活発に摂食し，無性的に分裂

して増殖する時期の細胞．この用語は隔口亜綱やオフリオ

グレナ目の寄生性繊毛虫において，その多形性生活環にお

ける特殊な時期のものについても使われる．（同） 栄独

型 (trophozoite)． 
  

柳生（1962），

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 

trophozoite trophont 参照. 
  

  ﾊｳｽﾏﾝ (1989) 

U undulating membrane 波動膜 繊毛虫類においては，周口小膜 (adoral zone of membran-

elle，AZM) と同義であり，速報に融合した長い繊毛の列

のこと． 
  

猪木（1981），

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
  

V vestibulum 
  
  

前庭 囲口部からさらに窪んだ部分．ここから口腔内部の細胞咽

頭部・細胞口 へと続く．図 2 参照． 
猪木 (1981)， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
  

Z zygote 接合子 性 の 異 な る 二 つ の 配 偶 子  (gamete) の 融 合 産 物． 

（同） チゴート，融合子，受精子． 
  
  
  

柳生（1962），

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）， 

付表 
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ro
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コ
ル
ポ
デ
ィ
デ

ィ
ニ
ウ
ム
目
 

C
o

lp
o

d
id
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d
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コ
ル

ポ
デ
ィ
デ
ィ
ニ
ウ
ム
属

 
C

o
lp

o
d
id

iu
m

 

 
 

 
 

 
コ
ル
ポ
ダ
綱

 
C

o
lp

o
d

ea
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ブ
リ
オ
メ
ト
プ

ス
目
 

B
ry

o
m

et
o

p
id

a 
ブ
リ

オ
メ
ト
プ
ス
属
 

B
ry

o
m

et
o

p
u

s 

 
 

 
 

 
 

 
 

ブ
リ
オ
フ
リ
ア

目
 

B
ry

o
p

h
ry

id
a 

ブ
リ

オ
フ
リ
ア
属
 

B
ry

o
p

h
ry

a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ブ
ル
サ
リ
ア
目

 [
フ
ク
ロ
ミ
ズ
ケ
ム
シ
目

] 
 

B
u

rs
ar

io
m

o
rp

h
id

a 
ブ
ル

サ
リ
ア
属

 [
フ
ク
ロ
ミ
ズ
ケ
ム
シ

] 
属
 

B
u

rs
a

ri
a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

コ
ル
ポ
ダ
目
 

C
o

lp
o

d
id

a 
コ
ル

ポ
ダ
属
 

C
o

lp
o

d
a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

キ
ル
ト
ロ
フ
ォ

シ
ス
目
 

C
y
rt

o
lo

p
h

o
si

d
id

a 
キ
ル

ト
ロ
フ
ォ
シ
ス
属

 
C

yr
to

lo
p
h

o
si

s 

 
 

 
 

 
 

 
 

ソ
ロ
ゲ
ナ
目
 

S
o

ro
g
en

id
a 

ソ
ロ
ゲ
ナ
属
 

S
o

ro
g

en
a
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前
口
綱
（
ぜ
ん
こ
う
こ
う
）

P
ro

st
o
m

at
ea

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

前
口
目

 [
ホ
ロ
フ

リ
ア
目

] 
P

ro
st

o
m

at
id

a 
ホ
ロ
フ
リ
ア
属
 

H
o

lo
p
h

ry
a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

プ
ロ
ロ
ド
ン
目

 [
シ
オ
ミ
ズ
ケ
ム
シ
目

] 
 

P
ro

ro
d
o

n
ti

d
a 

プ
ロ

ロ
ド

ン
属

 
P

ro
ro

d
o

n
，
コ

レ
プ

ス
属

 
C

o
le

p
s，

ウ
ロ

ト
リ

カ
属

 
U

ro
tr

ic
h

a
 

 
 

 
 

 
プ
ラ
ギ
オ
ピ
ラ
綱

 
P

la
g
io

p
y
le

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

プ
ラ
ギ
オ
ピ
ラ
目
 

P
la

g
io

p
y
li

d
a 

プ
ラ
ギ
オ
ピ
ラ
属
 

P
la

g
io

p
yl

a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

デ
ィ
ス
コ
モ
ル
フ
ェ
ラ
目
（
改
称
）

[櫛
口
目

] 
O

d
o

n
to

st
o

m
at

id
a 

=
>
表

4
-注

4
 

デ
ィ

ス
コ

モ
ル

フ
ェ

ラ
属

 
D

is
co

m
o

rp
h

el
la
，

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サ
プ
ロ
デ
ィ
ニ
ウ
ム
属
 

S
a

p
ro

d
in

iu
m

 

 
 

 
 

 
貧
膜
口
綱
（
ひ
ん
ま
く
こ
う

こ
う
）

 
O

li
g
o

h
y
m

en
o

p
h
o

re
a 

 
 

 
 

 
 

 
 

ゾ
ウ
リ
ム
シ
亜
綱

 
P

en
ic

u
li

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ゾ
ウ
リ
ム
シ
目
 

P
en

ic
u

li
d

a 
ゾ

ウ
リ

ム
シ

属
 

P
a

ra
m

ec
iu

m
，
フ

ロ
ン

ト
ニ

ア
属

 
F

ro
n

to
n

ia
，
 
 
 
 
 
 
 

ス
ト
ケ
シ
ア
属
 

S
to

ke
si

a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ロ
セ
ン
ト
ル
ム
目
 

U
ro

ce
n

tr
id

a 
ウ
ロ
セ
ン
ト
ル
ム
属
 

U
ro

ce
n

tr
u

m
 

 
 

 
 

 
 

有
ス
ク
チ
カ
亜
綱

 [
ア
ン
キ
ス
ツ
ル
ム
亜
綱

] 
S

cu
ti

co
ci

li
at

ia
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
ィ
ラ
ス
タ
目
 

P
h

il
as

te
ri

d
a 

フ
ィ
ラ
ス
タ
属
 

P
h

il
a

st
er

 

 
 

 
 

 
 

 
 

プ
レ
ウ
ロ
ネ
マ
目
 

P
le

u
ro

n
em

at
id

a 
プ
レ
ウ
ロ
ネ
マ
属
 

P
le

u
ro

n
em

a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

触
毛
目
 

T
h

ig
m

o
tr

ic
h

id
a 

テ
ィ
グ
モ
フ
ィ
ラ
属
 

T
h

ig
m

o
p
h

ry
a
 

 
 

 
 

 
 

膜
口
亜
綱

 
H

y
m

en
o

st
o

m
at

ia
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

テ
ト
ラ
ヒ
メ
ナ
目

 [
ミ
ズ
ケ
ム
シ
目

] 
T

et
ra

h
y
m

en
id

a 
テ
ト
ラ
ヒ
メ
ナ
属
 

T
et

ra
h

ym
en

a
，
コ
ル
ピ
デ
ィ
ウ
ム
属
 

C
o

lp
id

iu
m

 

 
 

 
 

 
 

 
 

オ
フ
リ
オ
グ
レ
ナ
目
 

O
p

h
ry

o
g
le

n
id

a 
オ
フ
リ
オ
グ
レ
ナ
属
 

O
p

h
ry

o
g

le
n

a
 

 
 

 
 

 
 

隔
口
亜
綱

 
A

p
o

st
o

m
at

ia
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

隔
口
目
 

A
p

o
st

o
m

at
id

a
 

ヒ
ア
ロ
フ
ィ
サ
属
 

H
ya

lo
p
h

ys
a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

欠
口
目

 [
ク
ロ
ミ

ジ
ナ
目

] 
A

st
o

m
at

o
p

h
o

ri
d

a 
ク
ロ
ミ
ジ
ナ
属
 

C
h

ro
m

id
in

a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ピ
リ
サ
ク
ト
リ
ア
目
 

P
il

is
u

ct
o

ri
d
a 

コ
ニ
ド
フ
ィ
リ
ス
属
 

C
o

n
id

o
p

h
yr

is
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ツ
リ
ガ
ネ
ム
シ
目

 [
固
着
目

] 
S

es
si

li
d

a 
ツ
リ
ガ
ネ
ム
シ
属
 

V
o

rt
ic

el
la
，
エ
ダ
ワ
カ
レ
ツ
リ
ガ
ネ
ム
シ
属
 

C
a

rc
h

es
iu

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

レ
イ
オ
ト
ロ
カ
目

 [
遊
泳
類

] 
M

o
b

il
id

a（
改
称
）
 

レ
イ
オ
ト
ロ
カ
属
 

L
ei

o
tr

o
ch

a
 

 
 

 
 

 
 

無
口
亜
綱

 
A

st
o

m
at

ia
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
口
目

 [
ア
ノ
プ

ロ
フ
ィ
ラ
目

] 
A

st
o

m
at

id
a
 

ア
ノ
プ
ロ
フ
ィ
ラ
属
 

A
n

o
p

lo
p

h
yr

a
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表
 3
．

繊
毛
虫
門
の

2
0

1
6
以
降
の
綱
と
高
次
分
類
体
系
の
提
案
，
及
び
そ
の
学
名
と
和
名
．

 
(P

)，
(R

):
 A

d
l 

et
 a

l.
 (

2
0

1
9

) 
に
従
っ
て

 (
P

):
 側

系
統

 p
ar

ap
h

y
ly

 あ
る
い
は
多
系
統

 p
o

ly
p

h
y
ly
，

(R
):

 r
ib

o
-g

ro
u

p
（
本
文
参
照

）
と
注

釈
を
付
し
た
．
 

  
  

  
  

  

*
本

文
と
表
 2

 は
A

d
l 

et
 a

l.
 (

2
0

1
9

) 
に
配
置
を
合
わ
せ
た
が
，

L
y
n

n
 (

2
0

0
8
) 
で
は
順
序
が
逆
．

*
*
C

h
en

 e
t 

al
. 

(2
0
1

5
) 
の
解
析
で
は
イ
ン
ト
ラ
マ
ク
ロ
ヌ
ク
レ
ア
ー
タ
亜
門
の
姉
妹
群
．
 

†
Z

h
an

g
 e

t 
al

. 
(2

0
2
4

) 
の
結
果
で
は
イ
ン
ト
ラ
マ
ク
ロ
ヌ
ク
レ
ア
ー
タ
亜
門
の
姉
妹
群
．

‡
Z

h
an

g
 e

t 
al

. 
(2

0
2

4
) 
の
解
析
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
．
 

  
  

  
  

  
  

  
  

L
y

n
n

 (
2

0
0

8
) 

[和
名

: 
十
亀
・
島
野
（

2
0

2
3
）

] 
A

d
l 

et
 a

l.
 (

2
0

1
9

) 
  

G
a
o
 e

t 
a
l.

 (
2

0
1

6
) 

Z
h

a
n

g
 e

t 
a
l.

 (
2

0
2
4

) 

繊
毛
虫
門
 

  
C

il
io

p
h

o
r
a
 D

o
fl

ei
n

 1
9

0
1
 

  
C

il
io

p
h

o
r
a
 

  
C

il
io

p
h

o
r
a
 

  
  

ポ
ス
ト
シ
リ
オ
デ

ス
マ
ト
フ

ォ
レ
ア
亜
門
 

P
o
st

ci
li

o
d

es
m

a
to

p
h

o
ra

 
G

er
as

si
m

o
v

a 
an

d
 

S
er

av
in

 
1

9
7
6
 

P
o
st

ci
li

o
d

es
m

a
to

p
h

o
ra

 
P

o
st

ci
li

o
d

es
m

a
to

p
h

o
ra

 

  
1
 

原
始
大
核
綱
 

  
  

1
 

K
ar

y
o

re
li

ct
ea

 C
o

rl
is

s 
1

9
7
4
 

1
 

K
ar

y
o

re
li

ct
ea

 
  

  
1
 

K
ar

y
o

re
li

ct
ea

 

  
2
 

異
毛
綱
 

  
  

2
 

H
et

er
o

tr
ic

h
ea

 S
te

in
 1

8
5

9
 

2
 

H
et

er
o

tr
ic

h
ea

 
  

  
2
 

H
et

er
o

tr
ic

h
ea

 
  

イ
ン
ト
ラ
マ
ク
ロ
ヌ
ク
レ
ア

ー
タ
亜
門
 

In
tr

a
m

a
cr

o
n

u
cl

ea
ta

 L
y
n

n
 1

9
9
6
 

In
tr

a
m

a
cr

o
n

u
cl

ea
ta

 
In

tr
a

m
a

cr
o
n

u
cl

ea
ta

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3
 

M
es

o
d

in
ie

a 
C

h
en

 e
t 

al
. 
2
0

1
5

*
*
 

3
 

M
es

o
d

in
ie

a#
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4
 

P
ro

to
cr

u
zi

ea
†
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4
 

C
ar

ia
co

tr
ic

h
ea

 O
rs

i 
et

 a
l.

 2
0

1
2
 

5
 

C
ar

ia
co

tr
ic

h
ea

‡
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6
 

C
o

p
em

et
o

p
ea

 F
o

k
in

 e
t 

al
. 

2
0

2
3

‡
 

  
  

  
  

  
  

  
S

A
L

 G
en

te
k

ak
i 

et
 a

l.
 2

0
1
4
 

S
A

L
 

  
  

  
S

A
L

O
M

P
 Z

h
an

g
 e

t 
al

. 
2

0
2

4
 

  
3
 

旋
毛
綱
 

  
  

  
3
 

S
p

ir
o
tr

ic
h

ea
 B

ü
ts

ch
li

 1
8

8
9
 

5
 

S
p

ir
o
tr

ic
h

ea
 

  
  

7
 

S
p

ir
o
tr

ic
h

ea
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

L
a

m
el

li
c
o
rt

ic
a
ta

 V
ď

ač
n

ý
 e

t 
al

. 
2

0
1

0
 

  
  

  
  

  
  

  
4
 

被
甲
綱
 

  
  

  
4
 

A
rm

o
p

h
o

re
a 

L
y
n

n
 2

0
0

4
 (

R
) 

6
 

A
rm

o
p

h
o

re
a 

  
  

8
 

A
rm

o
p

h
o

re
a 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
9
 

O
d

o
n

to
st

o
m

at
ea

 
F

er
n

an
d

es
 

et
 

al
. 

2
0

1
8
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1
0
 

M
u

ra
n
o

tr
ic

h
ea

 R
o

tt
er

o
v
á 

et
 a

l.
 2

0
2

0
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1
1
 

P
ar

ab
le

p
h

ar
is

m
ea

 
R

o
tt

er
o

v
á 

et
 

al
. 

2
0

2
0
 

  
5
 

リ
ト
ス
ト
マ
綱
 

  
  

5
 

L
it

o
st

o
m

at
ea

 S
m

al
l 

an
d

 L
y
n

n
 1

9
8
1
 

7
 

L
it

o
st

o
m

at
ea

 
  

  
1

2
 

L
it

o
st

o
m

at
ea

 

  
  

  
  

  
  

  
C

O
N

T
h

re
eP

 L
y
n

n
 i

n
 A

d
l 

et
 a

l.
 2

0
1

2
 (

R
) 

C
O

N
T

h
re

eP
 (

R
) 

  
  

C
O

N
T

h
re

eP
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
8
 

P
ro

to
cr

u
zi

ea
 G

ao
 e

t 
al

.,
 2

0
1

6
†
 

  

  
6
 

層
状
咽
頭
綱
 

  
  

  
6
 

P
h

y
ll

o
p

h
ar

y
n

g
ea

 d
e 

P
u

y
to

ra
c 

et
 a

l.
 1

9
7
4
 

9
 

P
h

y
ll

o
p

h
ar

y
n

g
ea

 
  

1
3
 

P
h

y
ll

o
p

h
ar

y
n

g
ea

 
  

7
 

梁
口
綱

*
 

  
  

  
7
 

C
o

lp
o

d
ea

 S
m

al
l 

an
d

 L
y
n

n
 1

9
8
1
 

1
0
 

C
o

lp
o

d
ea

 
  

  
1

4
 

C
o

lp
o

d
ea

 
  

  
8
 

コ
ル
ポ
ダ
綱

*
 

  
  

  
8
 

N
as

so
p

h
o

re
a 

S
m

al
l 

an
d

 L
y
n

n
 1

9
8
1

 (
P

) 
1

1
 

N
as

so
p

h
o

re
a 

  
  

1
5
 

N
as

so
p

h
o

re
a 

  
9
 

前
口
綱
 

  
  

  
9
 

P
ro

st
o

m
at

ea
 S

ch
ew

ia
k
o

ff
 1

8
9
6

 (
P

) 
1

2
 

P
ro

st
o

m
at

ea
 

  
  

1
6
 

P
ro

st
o

m
at

ea
 

  
1

0
 

プ
ラ
ギ
オ
ピ
ラ
綱
 

  
  

1
0
 

P
la

g
io

p
y
le

a 
S

m
al

l 
an

d
 L

y
n

n
 1

9
8

5
 (

R
) 

1
3
 

P
la

g
io

p
y
le

a 
  

  
1

7
 

P
la

g
io

p
y
le

a 
  

  
1

1
 

貧
膜
口
綱
 

  
  

  
1

1
 

O
li

g
o

h
y
m

en
o

p
h

o
re

a 
d

e 
P

u
y
to

ra
c 

et
 a

l.
 1

9
7

4
 

1
4
 

O
li

g
o

h
y
m

en
o

p
h

o
re

a 
1

8
 

O
li

g
o

h
y
m

en
o

p
h

o
re

a 
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  表
 4
．

繊
毛
虫
の
門
の
高
次
分
類
体
系
と
学
名
及
び
和
名
．

2
0

2
4

 版
．
 

綱
は

 A
d

l 
et

 a
l.

 (
2
0

1
9

) 
，

G
ao

 e
t 

al
. 

(2
0
1

6
)，

Z
h

an
g
 e

t 
al

. 
(2

0
2
4

) 
に
従
い
，
綱
の
配
列
は

 G
ao

 e
t 

al
. 

(2
0
1

6
)，

Z
h

an
g
 e

t 
al

. 
(2

0
2

4
) 
を
参
考
に
し
て
配
置
し
た
．
 

綱
以
下
の
体
系
は

 L
y
n

n
 (

2
0
0

8
) 
に
従
っ
た
．

 
*
ク
レ
ー
ド
名
（
ラ
ン
ク
な
し
）
．

[ 
 ]

 内
は

以
前

か
ら

国
内

で
併

用
し

て
使

用
さ

れ
て

い
る

和
名

（
月

井
，

1
9

9
5
–

2
0
1

8
な
ど
）
．

*
*
ラ
ン
ク
の
変
更
が
あ
っ
た
も
の
．
 

*
*
*
ハ
ル
テ
リ
ア
属

 H
a

lt
er

ia
は
，

L
y
n

n
 (

2
0

0
8

)で
は
少
毛
亜
綱

 O
li

g
o

tr
ic

h
ea
か
ら
散
毛
目

 S
p
o

ra
d

o
tr

ic
h

id
aに

移
動
さ
れ
て
い
る
．
 

1
メ
ソ
デ
ィ
ニ
ウ
ム
綱
（
新
称
）
（
周
毛
目

 C
y
cl

o
tr

ic
h

ii
d

a，
表

1
）
，

2
プ
ロ
ト
ク
ル
ジ
ア
綱
（
プ
ロ
ト
ク
ル
ジ
ア
目

 P
ro

to
cr

u
zi

id
a，

表
 1
）
，
 

3
フ
ァ
コ
デ
ィ
ニ
ウ
ム
亜
綱
（
フ
ァ
コ
デ
ィ
ニ
ウ
ム
目

 P
h

ac
o

d
in

ii
d

a，
表

 1
）
，

4
デ
ィ
ス
コ
モ
ル
フ
ェ
ラ
綱
（
デ
ィ
ス
コ
モ
ル
フ
ェ
ラ
目

 O
d
o

n
to

st
o

m
at

id
a，

表
 1
）
か
ら
ラ
ン
ク
と
名
称
の
変
更
 

†
S

A
L

O
M

P
と
い
う
分
類
群
名
が
，

Z
h

an
g
 e

t 
al

. 
(2

0
2

4
) 
で
提
案
さ
れ
た
．
 

 
  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

分
類
群
名
 

代
表
的
な
分
類
群
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表 5．記載者を伴った学名一覧（2015 年以降に，新たに記載された綱に関してのみ） 

1）メソディニウム綱 
Class Mesodiniea Chen, Ma, Al-Rasheid and Miao, 2015 

type order. Mesodiniida Grain, 1994. 

2）プロトクルジア綱 
Class Protocruziea Gao, Warren, Zhang, Gong, Miao, Sun, Xu, Huang, Yi and Song, 2016 

type order. Protocruziida Jankowski, 1980 

3）カリアコトリクス綱 
Class Cariacotrichea Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012 

type order. Cariacotrichida Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012 

 
Order Cariacotrichida Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012 

type family. Cariacotrichidae Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012 

 
Family Cariacotrichidae Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012 

type genus. Cariacothrix Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012 

 
Genus Cariacothrix Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 2012 
type species. Cariacothrix caudata Orsi, Edgcomb, Faria, Foissner, Fowle, Hohmann, Suarez, C. Taylor, G. T. Taylor, Vďačný and Epstein, 
2012 

4）コペメトプス綱 
Class Copemetopea Fokin, Serra, Gammuto, Allievi, Petroni and Modeo, 2023 

type order. Copemetopida 

 
コペメトプス目 
Order Copemetopida Fokin, Serra, Gammuto, Allievi, Petroni and Modeo, 2023 

type family. Copemetopidae 

 
コペメトプス科 
Family Copemetopidae Fokin, Serra, Gammuto, Allievi, Petroni and Modeo, 2023 

type genus. Copemetopus Villeneuve-Brachon, 1940 

 
コペメトプス属 

Genus Copemetopus Villeneuve-Brachon, 1940 

5）ディスコモルフェラ綱 
Class Odontostomatea Fernandes, Vizzoni, Borges, Soares, da Silva-Neto and Paiva, 2018 

type order. Odontostomatida Sawaya, 1940 

 
ディスコモルフェラ目（改称） 

Order Odontostomatida Sawaya, 1940 
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6）ムラノトリクス綱 
Class Muranotrichea Rotterová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 2020 

type order. Muranotrichida 

 
ムラノトリクス目 
Order Muranotrichida Rotterová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 2020 

type family. Muranotrichidae 

 
ムラノトリクス 
Family Muranotrichidae Rotterová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 2020 

type genus. Muranothrix 

 
ムラノトリクス属 
Genus Muranothrix Rotterová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 2020 

type species. Muranothrix gubernata Rotterová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 
2020 

7）パラブレファリズマ綱 
Class Parablepharismea Rotterová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 2020 

type order. Parablepharismida 

 
パラブレファリズマ目 
Order Parablepharismida Rotterová, Salomaki, Pánek, Bourland, Žihala, Táborský, Edgcomb, Beinart, Kolísko and Čepička, 2020 

type family. Parablepharismidae 

 
パラブレファリズマ科 
Family Parablepharismidae Campello-Nunes, Fernandes, Szokoli, Fokin, Serra, Modeo, Petroni, Soares, Paiva and Silva-Neto, 2020 

type genus. Parablepharisma Jankowski, 2007 

 
パラブレファリズマ属 

Genus Parablepharisma Jankowski 2007 
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表 6. 生態用語集: 文献を読み進める上で，頻出する生態用語をまとめた.* 引用文献に基づいて修正を加えた.  

  用語 日本語訳 説明* 引用文献   
A activated sludge 

  
  
  
  

活性汚泥 
  
  
  
  

下水の有機物を分解する浄化装置などで用いられる，細菌な

どの微生物を多量に含むよう人為的に調整された汚泥．細菌

は，非運動性の旋毛類繊毛虫（ツリガネムシなど）などによ

り摂食される． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989）  
  
  
  

aerobic 好気性の 好気性とは，その代謝系に酸素を必要とする性質を示し, 酸素

の存在する環境で生育できる性質をいう． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

amphitrophy 両栄養性 同一の生物が環境条件に応じて独立栄養性 (autotroph)，ある

いは全くの従属栄養性 (heterotroph) のどちらかだけで細胞機

能を維持できる栄養摂取様式． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

anaerobic 嫌気性の 嫌気性とは，その代謝に酸素を必要としない性質を示し，酸

素が無い状況下で生育できる性質をいう． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

autotrophy 独立栄養性 光合成や化学合成を用い，炭素を含む単純な無機化合物のみ

を炭素源として，生育に必要な有機化合物を生成できる性

質． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

C commensalism 片利共生 生物の共生関係のうち，片方の種が利益を得るが，もう片方

の種は利益も害も受けないような異種生物の共同生活の形

態． 
  

柳生（1962）， 

ﾊｳｽﾏﾝ (1989) 

F facultatively anaer-
obic 

通性嫌気性の 通性嫌気性とは，酸素がある条件下では好気的な呼吸を行う

が，酸素のない条件では酸素を使わずにエネルギー産生を行

う代謝に切り替えることができる性質を示す． 
  

Lynn (2008)， 

猪木（1981） 

H heterotroph 従属栄養生物 食物として他の生物によって作られた有機物質を摂取し，分

解 す る こ と で エ ネ ル ギ ー を 獲 得 す る 生 物． 

= 有機栄養生物． 
  

重中（1988）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

M mixotrophy 混合栄養性 補足的な有機物を必要とする独立栄養性の生活様式． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

mutualism 相利共生 共生関係のうち，共生関係にある 2 種の両方が利益を得るよ

うな異種生物間の関係． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

O osmotrophy 
  
  

浸透圧栄養 
  

浸透圧を利用して可溶性の有機物を細胞表面から吸収して生

育する栄養摂取様式． 
ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

obligately anaerobic 偏性嫌気性の 無酸素状態で生育可能であり，酸素があると増殖できないか

死滅する性質を示す． 
= 絶対嫌気性． 
  

Lynn (2008)， 

猪木（1981） 

P parasitism 寄生 生物の共生関係のうち，共生関係にある片方の種が利益を得

て，もう片方が害を受けるような異種生物間の関係関係． 
  

柳生（1962）， 

ﾊｳｽﾏﾝ (1989) 

S saprobic system 汚水生物系列 生物学的水質判定のために水質の有機物による汚濁の指標と

して適切な生物種（指標生物）を選び，それを水質の階級ご

とに整理したもの．浄化槽の管理や，河川の水質管理などに

利用される． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

symbiosis 共生 二種の生物が相互作用しながら同じ場所で生活する関係．相

利共生，片利共生，寄生などが含まれる．= symbiose． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

symphorismus シンフォリズム 運搬者 (traeger) が目に見える形で影響を受けずに生物が他の

生物によってあちこちに運搬されること．例えば，定着性縁

毛類や吸管虫類はゲンゴロウや海生多毛類の体上で生活す

る． 
  

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 

W water-bloom 水の華 独立栄養性鞭毛虫類や藻類の大量増殖．例えば，特定の渦鞭

毛虫類の虫種によって水の色が特徴的な緑色や赤色になった

りする．海域では赤潮 (red tide) という用語が広く用いられて

いるのに対し，湖沼では“水の華”という用語がかなり古く

から用いられている． 
  

猪木（1981）， 

ﾊｳｽﾏﾝ（1989） 


