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　瀬戸 内 海 中央 部 で は，近 年，タ ケ ノ コ メ バ ル Sebastes

oblongus が激 減 し，そ の姿 を ぽ とん ど見か け る こ とが無

くな る
一

方で，ほ とん ど馴染み の 無い 魚で あ っ た ク ロ ソ

イ Sebastes　schlegeri が 増加 し，今で は普通に 見られ る魚

とな っ た。1・2〕 こ れ らの こ とは 水産関係者で も
一

部で 認識

され る程 度に す ぎず，確か な 証拠は無か っ た。しか しな

が ら こ の 海 域 に お い て，流 れ 藻に 随伴す る幼 稚魚の 調査

を 行 い ，過 去 の 結 果 と比 較 す る こ と で ，タケ ノ コ メ バ ル

の 減少 とク ロ ソ イの 増加 が 明 確に な り，か つ こ れ ら 二 種

の 減少，増加 が 直接関係す る もの で あ る こ とが 示 唆 さ れ

た 。

　 調 査 は 1997 年 と 1998 年 の 2 力 年間実施 し，調査海

域 は 備讃瀬戸海域か ら燧灘海域で あ っ た。流れ 藻 と とも

にそ こ に随伴す る幼稚魚 を掬い 取 り，魚種を同定 し，大

き さ等 を調べ た。調査方法，結果の 全体像 に つ い て は前

報
3）に記 した。な お 今回 の 報告 で は ，得 られ た 結果 を，

1962 年 と 1963 年 に 同 海域 に お い て 岡 山 県 水 産試験場

に よ り調査 され た 結果
4｝と比較対照 し た 。

　流れ 藻 も多 く，か つ 流れ 藻 に 随伴 す る 幼稚魚 も 多い 4

〜8 月 に つ い て ，幼稚 魚 の 種類 を採捕比率 で 示 した

（Fig．1）。なお使用 した 値 は比較 しや すい よ うに そ れぞ

れ の 調査 に おけ る二 ヵ 年の 合計値か ら算出した 。 そ の 標

本数 は 1997 −98年 の 調 査 で 9，302尾 （
’97： 6，058尾 ，

’98 ：3，244 尾 ），1962−63 年 の 調 査 で 4，074 彪 以 上 （主

要魚種の 流れ 藻 1魂 あ た り随伴数 お よ び 月 ご との 流れ

藻 数 か ら計 算，一
部 の 魚 種 は省 か れ て い るた め 更 に い く

らか加 算 され る ；年ご との 標 本 数は 不 明）で あ っ た 。

　1997−98 年 にお い て は，ク ロ ソ イ が 5〜7 月 に 出現 し，

5 月 ，6 月 の 優占種 とな っ た。ま た ク ロ ソ イは こ の 2 力

年で 合計 4
，
009 尾 採集 され，周年 にわ た る採集 にお い て

も，最多 採集魚種 とな っ た 評 な お ，こ の ときの 調査で

は タ ケ ノコ メバ ル は全 く採集 さ れ な か っ た。1962−63年

に こ の 海域 で 実施 さ れ た流 れ藻随伴魚の 調査で は，タ ケ

ノ コ メバ ル が 6 月，7 月 に 出現 し，6 月 は 優 占種 とな っ

て い た。ま た こ の と きは ク ロ ソ イ が全 く採 集 され て い な

か っ た。4〕
こ れ らの こ とか ら こ の 海域 で 調査 が 行 わ れ な

か っ た 35年の 間 に タケ ノ コ メバ ル の 減少 と ク ロ ソ イ の

増 加 が 生 じた こ とが確認 で きる 。

　続 い て 圭 要出現種 の 4 月 か ら 8 月 ま で の 変 化 を 見 る

と （Fig．1），1997−98年 に実 施 し た今回 の 調 査 で は ，

主 要出現種 が 順 に ク ジ メ．〉ギ ン ポ→ メバ ル → ク ロ ソ イ→

ヨ ウ ジ ウ オ → ウ マ ヅ ラ ハ ギ → ア ミ メハ ギ と移 っ て い っ た。

1962−63 年に お い て は主 要 出現 種 が順 に ク ジ メ，ア イナ

メ （原著に 準 じ並 記 ） → ギ ン ポ．一・ メバ ル → ク ケ ノコ メバ

ル → ヨ ウ ジ ウ オ → ウ マ ヅ ラ ハ ギ 〉ア ミ メ ハ ギ と移 っ て い

っ た。4）ク ロ ソ イ と タ ケ ノ コ メバ ル の 部分 を除 け ば こ れ

らの 調査に お い て 出現種 ， 出現順は ほ ぼ 同 じで あ る 。 し

た が っ て ，ク ロ ソ イが 占有 して い る 時空 間的位置 は，か

つ て は タ ケ ノ コ メバ ル が 占有 して い た こ とが わ か る。

　 1997−98 年 の 調査 で 採捕 さ れ た ク ロ ソ イの 大 きさ は，

全長 15〜71mm （中央値 41　rnm ，　N − 4，009）で あ っ た。

1962−63年 の 調査で 採捕 され た タ ケ ノ コ メバ ル の 大 き さ

も，報告書
4）の 図の 読み と りか ら全 長 24〜66mm （中

央値 43　mm ，　N ；279） とな り，ほ ぼ同様 の 大 きさを 示

した。

　 1997−98 年調査 で 採集 し た ク ロ ソ イ （全長 14．5〜

69，5mm ）の 胃内容物を調べ て み る と （Table　1），随伴

当初は小型の コ ペ ポー
ダの 摂餌が 多い が，成長 と と もに

大 型 の コ ペ ポー
ダへ と移 り，全 長 40mm 以 降 は さ ら に

大型の 端脚類や サ ヨ リ卵，カ ニ の 幼生，等脚類な どの 流

れ 藻 Eに 生 息す る 種へ と移 っ て い く。1962−63 年調査の

タ ケ ノ コ メ バ ル （全長 37〜64mm ）で は カ ニ の 幼 生 や

端脚類，等脚類，サ ヨ リな どの 魚卵 を食 し て い た。4） し

た が っ て 流れ藻随伴後の 全長 40mm 以降 に つ い て は ク

ロ ソ イ，タ ケ ノ コ メバ ル ともに 流れ 藻上 に 生息す る 生物

を食す る よ うに な る 。

　 こ れ ら二 種 と随 伴 期 が
一

部 重 な り，大 き さ も二 種 に匹

敵 す る メ バ ル ，ウ マ ヅ ラ ハ ギ の 食性 は 1962−63 年 調 査
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Fig．1　 Monthly 　catch 　number 　ratios （Apr．−Aug ．）of　juvenile　fish　with 　fioating　seaweed ．　Frequencies　in“1962＋
’63”were

　 redrawn 　from　data　of　Fisheries　Experiment　Station，　Okayama 　Prefecture．4｝

に お い て 調 べ られ て お り，4）メバ ル で は 随伴 期 を 通 じて

コ ペ ポーダを 主 に 浮游生物 を 食 し，ウマ ヅ ラハ ギ で は浮

游 生物 ，流 れ 藻上 の 生物 に か か わ らず極 め て広 い 生物 を

対 象 に食 して い る こ とが示 され て い る。

　 こ の こ とか ら同 じ時期 に随伴 す る種 類 の な か で は，ク

ロ ソ イ とタケ ノ コ メ バ ル は大 き さ，食性 と もに類 似 して

お り，他 に比 べ て 強い 競 含 関 係 の生 ず る こ とが示 唆 され

る。

　瀬戸内海 で の産仔期お よ び生 み 出された と きの仔魚の

大 きさ は ，タ ケ ノ コ メ バ ル が 11〜1月 ， 全長 7mm

台，5・6〕
ク ロ ソ イ が 4〜5月，全 長 6mm 台 で あ る。7・8〕産

仔 期 に 3 ヶ 月 以 上 の 開 きが あ り，か つ タ ケ ノ コ メ バ ル

の 仔魚が 大 きい に もか か わ らず，瀬戸内海中央部 で は こ

れ ら 二 種 の 流れ 藻随伴期 は
一

致す る 。タ ケ ノ コ メ バ ル

は，流 れ 藻へ 随伴 す る もの が あ る
一

方 で ，直 接 ア マ モ 場

に 着底 す る もの の い る こ とが 示 さ れ て い る。4〕ま た ク ロ

ソ イ も流 れ藻へ 随伴 す るが，直 接 着底す る もの も 多い と

さ れ て い る。9 ） こ れ らの こ とは 二 種 とも に 流 れ 藻 へ の 随

伴 とほ ぼ 同時 期 に藻 場 な どへ 着 底す る こ とを 意 味 す る。

した が っ て，こ の よ うな 二 種 の 幼 稚魚の 集 積が，瀬 戸 内

海 中央部 で は時期的 に重 複す る と考 え られ る。

　宮城 県 松島湾 で は，や や 成 長 した ク ロ ソ イ （全 長

11．6〜22，8cm ），タケ ノ コ メ バ ル （全長 11．2〜25，9　cm ）

の 生息場所が 調べ られ，ともに 藻場の 周辺で ，藻場 に 出

入 り して 生 息 し， い ず れ も魚食性 が 強 く，栄養段 階の 最

上 位 に あ る と報 告 され て い る 。

10）

　 こ の よ うに 着底以 降は ク ロ ソ イ とタ ケ ノコ メ バ ル は 生

態的 な面で 共通す る 点が 多 く，ほ ぼ 同 じ大 きさ の 幼稚魚

が 同 じ時期 に 集積す る 瀬戸 内 海中 央 部 で は，浮游 期 を 除

い て こ れ ら二 種の 間 に強い 競合関係が 生 じ，か つ 続 くも
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Table　l　Percentage　composition 　by　number （％N）of　food　organisms 　in　the　stomach 　of　Sebastes　schlegeli

Range　of 　total　length〔mm ）

No，　of　investigated　fish＊
10−（20）
　 5

20−（30）
　 10

30−（40）

　 10

40−（50）
　 10

50−（60）

　 10

60−（70）

　 10

Copepoda （small
＊ ＊

）

Copepoda　（large
＊ ＊ ＊

）

Cypris；Cirripedia　larva

Mysis：Decapoda　larva

Zoea，　Megalopa：Brachyura　larva

Juvenile　crub ：P （）rtunas　sp ．
CapreUidea

Gammaridea

IsopodaPelagic

　eggs 　of 且sh

Fish　eggs 　of 正lyporhamphtss∫のoガ

Juveniles　of 正lyporha吻 肱 5 吻 oκ

etc ，

98，60

，7

0，7

35．612
．55

，81
．0

3．8

33．7

7．7

8，977
，80
．70
，71
．0

55230Q

μ

0
∩）

0，4

17，9

3，9

33．5

43 ．0

1，7

0．530
．2

6，6

0．911
．81
．95
．739
，2

3．3

6．010
，73
．619
．032
．1

7．19
．511
，9

　
＊A1田 sh 　had　diets　in　their　stomachs ，

林 Prosoma　length　O，59 ± 0，14mm （MEAN 士 SD ，　N ＝20）
＊＊掌Prosoma　length　1．93± 0．23　mm （MEAN ± SD ，　N ＝20 ）

の と考 え られ る。

　こ の 海 域 の こ れ ら二 種 の 生息状 況 に 関 し て は ，1951

年発 行 の 資 料
11）に お い て ，藻 場 に 生息 す る 稚魚は メ バ

ル 類 で は ク ロ ソ イ，カ サ ゴ な ど も生息す る もの の メバ

ル ，タケ ノ コ メ バ ル の 生息数 が 多 い こ とが 示 され て い

る。1956−57 年に 調べ られた 岡山県笠岡市の 魚市場に お

け る調査で は，タケ ノ コ メバ ル が メバ ル や カサ ゴ と とも

に 多 く取 り扱われ て い る。12〕ま た 1963年発行の 瀬 戸 内

海 の 生 物相 を調 べ た 資料
13〕

で は タケ ノ コ メ バ ル の 生 息

数 は
“
普通

”
に み られ ，ク ロ ソ イ は

“
少な い

”
とされ て

い る。こ れ らの こ と か ら 1960年代初め ま で は タ ケ ノ コ

メ バ ル の 生息数が ク ロ ソ イ よ り多 か っ た こ とは 明 らか で

あ る。

　以 ．Eの こ とか ら，こ れら二 種 の 間 に 1960 年代 か ら

1990 年代 に か けて 魚種交替 が 生じた こ と，か つ ，こ れ

ら二 種の 出現時期，大きさ，食性 な ど ， 生 態的 な面で 共

通 し て い る部分 が 多い こ とが 明ら か に な っ た。そ して 二

種の 間 に は強 い 競合関係 が生 じ る も の と考 え られ た。し

か し な が ら か つ て 優 占し て い た タ ケ ノ コ メバ ル が 激 減

し，ク ロ ソ イ に 交 替 し て い っ た 理 由 に つ い て は，課 題 と

して 残 され て い る 。

　調査の 実施 に あた っ て 協力い た だ い た香川県水産試験

場 の 職員 お よ び 庵治漁協 の 高砂
一
義 氏 に お 礼 申 し上 げ

る 。 ま た，図の 引用 に つ い て許 諾 い た だ い た 岡 山 県水 産

試験場 場 長松村員作氏 に謝意 を表す る と と もに，重要 な

仕事を為 された 岡山県水産試験場 の 方々 に 敬意を表す

る。最後 に 本報の 校閲 を され ，適切 な助言 を くだ さ っ た

査読者の 方 々 に お 礼 申 し上 げ る。
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　 　 生産試験．香水試事報 （平成 3年度）19．　92；23−25．
9）　 永 澤 　亨．冂本 海 に お け る メバ ル 属 魚類 の 初 期 生 盾 史．

　 　 日水研幸艮　2001 ；51 ；1−132．
10） 畑 中正 吉，飯塚 景記，モ 場の 魚の 群 集生 態学的研究

一1
　 　 モ 場周辺の 魚群集，日水誌 1962；28 ：155−161．
11）　 瀬 戸 内海 漁 業 調 整 事 務 筒．瀬 戸 内海 漁業 取 締規 則 改正 関

　 　 係資料（6）［藻場調査］，瀬戸内海漁業調整事務局，神戸．
　 　 1951：1−22，
12）　Harada　E，　A　contribution 　to　the　biology　of　the　black　rock −

　 　 fish，　Sebastes　inennis　Cuvier　et 　Valenciennes．　Publ．　 Seto
　 　 Mar．　Biol．　Lab，1962；10：307−361，
13） 広 島大 学 理 学 部 付属 向 島臨海 実験 所 ．瀬戸 内海 の 生 物

　 　 相．広 島大学理 学部付属向島臨海実験所，広 鳥、ユ963： ユ
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よび飼育に 用い た ワム シ，アル テ ミア，天然 コ ペ ポ
ー

ダ，冷凍

天然 コ ペ ポーダ，配 合飼料の タウ リン 含量お よび 天然稚魚に お

け る タウ リ ソ 含量 との 違い を調 べ た。そ の 結果，人 T．種 苗 生 産

過程 に お け る ブ リ仔稚 魚の タ ウ リン 含量 は，餌 ・飼 料 中 の タウ

リ ソ 含量 の 影響を受 け る こ と，特に 開 口 時ま で に 多 くの 遊 離ア

ミ ノ 酸が 減少す るの に 対 して ，タ ウ リ ン は 開 冂 後の ワ ム シ 給餌

期に 大 き く減少す る こ と，また 人 工 種苗生 産稚魚は 天 然 稚魚に

比べ て ，タウ リソ 含量が 著 し く少な い こ とが 明 ら か とな っ た。

　　　　　　　　　　　　日水誌，69（5），757−762 （2003）

ヒ ラ メ網膜 S 電位の ス ペ ク トル相対感度 と応答潜時

　 　　 　 　 Dttsit　THANAPATAY ，袋谷賢吉 （富ILI大 工 ）

　 ヒ ラ メ の 明順応網 膜 に お け る 1相性 お よび 2相 性 S 電 位 応

答の ス ペ ク トル 相対感度特性 を測定 し，緑錐体 お よび 青錐体の

ス ペ ク トル 吸収特 性並 び に 感度特性 と比 較 した。ま た，S 電位

の 応 答潜 時を調 べ た 結果，1相性お よび 2相性 S 電位の 過分極

応答 の潜 時に比 べ ，2 相性 S 電位の 脱分極応答の 潜時の 方 が長

か っ た。さ らに，網膜組織 を調べ ，ヒ ラ メの錐体 モ ザ イ ク は止

方型 で 付加錐体 がない こ とが分か っ た。以上 の結 果を基 に，ヒ

ラ メ の錐 体視物 質お よび錐 体 と水平細胞 の神経 回 路に つ い て考

察 し た 。　 　 　 　 　 　 　 　 日 水誌，69（5），763−769 （2003）

東京湾海 底に おける ご み の組 成 ・分布 と そ の 年代 分析

　 　　 栗山雄 司，東海 　正，田 畠健 治，兼廣 春之 （東 水大 ）

　東 京 湾南 西 部 を中心 と した 海 域 に 堆 積 す る ご み を 1995〜

2000 年 に か け て 小型 底曳網 に よ り調査 し た。6年 間の 調 査で

計 26，940個 （1，691　kg） の ご みが 回収 され，その ほ とん どが

買い 物袋，包装袋な どの プラ ス チ ヅ ク製品お よび 飲料缶 な どの

生 活用品で あ っ た。調 査の 結果，底 曵網に より回収 される ご み

の 量 は ，年 々 減少 す る 傾 向が み られ ，1995年 の 338個 ノkm2

か ら 2000年 の 185個 ！km2 へ と半減 して い た。ご み の 減 少は

底曳網に よ る 海底清掃 な どの 効果に よ る もの と考 え られ た。回

収 し た 飲料缶 の 製造 年組 成を 調べ ，Virtual　Population　Analy−

sis に よ っ て 海中 に お け る飲料缶 の 残 存率 を ア ル ミ 缶お よ び ス

チ
ー

ル 缶 に つ い て それ ぞ れ 0．47 お よび 0．38 と推定 し た。

　　　　　　　　　　　　日水誌，69（5），770−781 （2003）

フ グ卵巣ぬ か 漬けの微 生物に よるフ グ毒分解の 検討

　　 　 　　 　 　　小 林武 志，木 村 　凡，藤 井 建 夫 （東 水 大 ）

　石 川 県特産 の フ グ 卵 巣 ぬ か 漬け で は，有 毒 卵 巣 が ぬ か 漬 け 後

に食用 と な るの で，そ の 減毒へ の 微 生 物関与の 可能性 を 検 討 し

た。ぬ か 漬け 製造中の 桶の 液汁 を採 取 し，こ れ に フ グ毒を 添加

して 貯蔵 を行い ，そ の 毒性 を測 定 す る と共 に ，ぬ か漬け の 微生

物 185株を フ グ 毒培地 に 各 々 接種 し，培養後の 培 地 の 毒 性 を

測 定 した 。 ま た ，フ グ 毒 培 地 にぬ か 漬 け を 直接接 種，培 養 し

て，毒性変化を 調べ ，毒分解活性を 有す る微生物 を増菌 して 分

離 し よ うと試み た 。しか し，一連の 実験で は，微生物関与 と考

え られ る 明確な毒性低下を確認で きなか った 。

　　 　 　　 　 　　 　 　　 　日 水誌，69（5），782−786 （2003）

853

破断試験法 で評 価した市販か まぼ こ の部位 に よる物性 の違 い

　塚 正 泰之，萩原智和，安藤正 史，牧 之段 保夫 （近大 院農），

　 川 合哲 夫 （大 阪 府 大 院 農）

　 市 販 か ま ぼ こ の 部位 に よ る物 性の 違 い を破 断試験 で 測定 し

た。直 径 0，3cm の プラ ソ ジ ャ
ー

を 用 い て 0，7cm 問隔 で 測 定 し

た 場 合，周 り の 測 定痕 が 物性値 に ほ とん ど影響 しない こ とを確

認 し た。か ま ぼ こ の 部 位 に よる物性 の 違 い を 7種類 の 市販 か

まぼ こ で 測定 した 結果，全て の か まぼ こ で ス ラ イス面 の ヒ下方

向 で，多 くの 物性値に 有意差が認 め られ，左右方向，ス ラ イス

片 間 で は，数種の か まぼ こ に 特徴的な差が認 め られ た。か ま ぼ

こ 間 の 物性 の違 い を 主 成 分分析で 比較 した 結果，第 1主 成分

は 破 断時の 物性，第 2 主 成 分は噛み 始め の物性 を示 した。

　 　 　　 　 　　 　 　　 　　日水誌，69 （5），787−695 （2003）

卜力 ゲ エ ソの 貯蔵中 に生成す るホ ル ム ア ルデ ヒ ドがか まぼ こ の

品 質に及ぼ す影響

　 　　 　 　 平岡 芳信，菅　忠明，黒野美夏，平野和恵，

　　　　　 松原 　洋，橋本 　照，岡　弘康 （愛媛 工 技セ ），

　　　　　 関　伸夫 （北大 院水 ）

　 トカ ゲ エ ソ とグ チ の トリ メチ ル ア ミン オ キ シ ド （TMAO ）

関 連 化 合 物 の 変 化 に つ い て 調 べ た。 トカ ゲ エ ソ 肉中 に は

TMAO が 約 25mmol ！kg ，グ チ 肉 中 に は 53　mmmol ／kg と 多

量 に 含 ま れ て い た。1・カ ゲ エ ソの 場 合は，氷 蔵 中に 分解 さ れ

て，ホ ル ム ア ル デ ヒ ドを生 成 した が，グ チの 場 合 はホ ル ム ア ル

デヒ ドを 生成 し な か っ た。しか し，トカ ゲエ ソ 肉もグチ 肉も，

ホル ム ア ル デヒ ドを添加 す る とゲル 形成能 が失 われた。

　　　　　　　　　　　　日水 誌，69 （5），
796−804 （2003）

瀬戸 内海中央部 に お け る流れ 藻随伴幼稚魚の 出現種の 変化に よ

り確認 され た タ ケ ノコ メバ ル か らク ロ ソ イへ の魚 種交替 （短報）

　　 栩野元秀 ，山 本 昌幸 ，山 賀賢一，藤原 宗 弘 （香 川 水 試 ）

　1997 −98年 の 流 れ 藻 随 伴 幼 稚 魚 の 調 査 で は ク ロ ソ イ が 5，6

月 の 優 占 種 とな っ た が，タ ケ ノ コ メパ ル の 採 集 は 無 か っ た。
1962−63年に は ク ロ ソ イは 採集 さ れ ず，6 月 は タ ケ ノコ メバ ル

が優占 して い た 。 こ の こ とは，二 つ の 調査が実施さ れ る 間に 二

種の 増減が起 こ っ た こ とを 示 した 。 ま た，そ れ ぞ れ二 種 の 前後

に 随伴す る魚種 や そ の 出現順 は 同様で あ り，二 種の大 き さ，食

性 も類似 して い た。し た が っ て，こ れ ら二 種の 間 に 1960 年代

か ら 1990 年 代 に か け て 魚 種 交 替 が生 じた こ と，かつ 二 種 の 生

態 には 共 通 点 が 多 い こ とが 明 らか とな っ た。

　　　　　　　　　　　　日水 誌，69 （5），805−807 （2003 ）
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