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ア ユ

天 然 ア ユ と斐殖ア ユ

鈴　木　敬　二

　長良川の 夏 の夜 ，数艘の 小舟か 川 面を青争か に 下 っ て く

る。暗 闇の 中 に ，舳先に 篝火が焚か れ ，鳥帽子に 腰蓑姿

の 鵜匠を 照 らし出す。12羽 の 鵜 が 手綱
一つ で ，自由 に 捌

か れ ロ
ー｛不に 魚を捕る。そ して ，最後に

“
総が らみ

”
が

始ま る 。 9 艘の 小舟 が 横 に 並び ．川 面 を 照 らす。鵜 は 競

い合 っ て ，魚を追 い ，逃げ惑 う魚 の 姿まて 写 し 出され る 。

　こ の 絢爛華麗 と繰 り広げられ る絵をは ，時を忘れさせ ，

遠 く王 朝 の 時代 に まで 引き戻 して くれ る 。

　 5 月11日か ら 9 日迄で 毎夜行なわ れ る鵜飼で鵜 が 捕え

る 魚は ア ユ が主 で あ る。毎晩侮 晩，約 100 羽の 鵜が捕え

る ア ユ の 数は 数千 尾 と推定さ れ るが，こ の ア ユ が一
体 ど

こ か ら来 る の か を 知 っ て い る人は少ない で あろ う。

　鵜飼が 大名や 宮内雀に よ っ て 保護 され て きた 理 由は ，

献上 品 と して の ア ユ を捕獲す る こ とに あ っ た。鵜が一瞬

に して ，嘴で 挟 み 殺 した ア ユ は 最 も軣味 とされ
“
鮎鮓

”

に 作 られ て ，籠 に 揺 られ て 5 日間，江戸の 将軍家に 献上

され た。今で も岐阜で は 鵜 の 挾 み 跡の あ る ア ユ は珍重さ

れ ， 高価に 取 ワ引きされ ， 長良川畔の 判亭などで 賞味 さ

れ る 。 しか し，こ れ らの ア ； の 大半は 養殖 され た ア ユ だ。

滋賀や和 歌 山か ら J 活魚用 の トラ ッ クで 運 ば れ ，川に 放

た れ る 。 毎夜毎夜 の 鵜飼 の 為 に ，養殖 ア ユ が 補充 され て

い く由で あ る 。 旅館で食べ る ア ユ も無論養殖 ア ユ で ，こ

れ らは 氷詰め に して 運ばれ て くる。

　秋，落ち ア ユ を 捕 え る 鍔i場 で は，新鮮なア ユ 料理が食

べ られ る と，逮 くか ら も人が 集 ま る 。 こ の ア ユ も養殖ア

ユ が 大半で ，場所 だ けが 野趣 に 富 ん で い るだ け な の で あ

る 。 日 本 の 川 は 荒れ ，農薬 と廃 水 に よっ て ，川 魚 は 次 々

と姿を消 し て い っ た が，ア ユ だ け は 毎年か な らず漁獲さ

れ ，河川 の 漁獲量 が年間約 1万 トン で あるが ，そ の 20〜

30％を ア ユ が占め ，断然首位を維持 して い る 。 又他 の 魚

種 に 比べ ，総、生産量中の 養殖 の 割 含も少な く30％前後で

あるか ら，まだ ま だ天然 の ア ユ も食べ て い る こ とに なる

が，ア ユ の 消賀が一般家庭で は なくて ，旅館等が主で ある 。

天然 ア ユ が 釣 り好ぎの 人達 で 個人消費され るの で ，大 口
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消費に は 養殖 の もの が使われ て い る 、需要が 多け れぽ 入

手 の 簡単な聾殖 ア ； が 供給 さ れ る。鸛飼や 集 に 養殖 ア ユ

が 集 ま り，知 らず知 らず に 養殖 ア ユ を食べ る こ とに な る。

　嚢殖 ア ユ は まずい と云 われ る 。 イ ワ シ の よ うだ とか 豚

ア ユ だ とも批 評 され る。し か し，鵜飼や 簗 で 食べ る ア ユ

を 天 然 もの と養殖もの とに 区別で きる 人は 何人い るだ ろ

うか。多 くの 人 は知らずに 賞味して い る 。 天然 と養殖 と

は ど こ が異 な
「
），何故味に 差が あ るの か ，考えて み た い 。

200 カ イ リ時代，海の 魚 は 高騰 した 。 栽培漁業が 脚光を

浴び，ニ ジ マ ス や コ イ などの 安い 斐殖魚 も需要が増加 し

て い る。巽殖ア ユ も1k9 当 り500〜ユ000円 の 時期が あ り・

こ の 値段 で 多量 に 供給 で きる 獲殖 の 技術も確立 し て い る。

美味い ア ユ が 安 く供給 され ，一般家庭 の 食卓 に 登 る可能

性を考えて ，ア ユ に ス ボ ッ トラ イ トを当 て る こ とに する。

　 ア ユ の
一

生

　 ア ユ は ，海 か ら川 へ 昇 る さ っ か （溯河）魚だ が ，サ ケ

がそ の一生の 大半を海 で 過ご し，産卵の た め に 川を昇る

とは 逆 に ，産卵の た め に 川を下 り，孵 化仔魚が 海 で 育つ 。

9 月頃に は 川をせ き止 め
”
災漁

”
が 始 ま る。斜 め に 張 ら

れ た 簀 の 上 に びち び ち と跳 るの は ，卵 を もっ た
1‘
子持ち

ア ユ

’：
で あ る 。こ の

’‘
篥漁

”
は 産卵の た め 川 を 下 る ア コ ・

の 習性 を利 用 した 漁法だ 。 上流で 成育 した ア ユ は ．河 口

か ら数 ltmの 産卵場へ 集ま っ て い く。 そ れ も全部 の ア ユ

が下 っ て 行 く。
ユ0〜11月，流れ の 早 い 瀬に ア ユ が群 が っ

て い る 。 こ れ が ア ユ の 産卵場で ．夕方か ら真夜中に か け，

産卵期の 雌 と数倍 の 雄 とが産卵床 に 群 が る 。 直径約1mm

の 卵は 付着膜で が っ しりと石 に つ き，急流の 中で 酸素の

補給を十分 に 受け．約 2 週間で 徐 々 に 発生が 進む 。

　孵化 した仔魚は 海へ 下 っ て い く。 海は 餌 が豊 富だ 。 動

物性プ ラ ン ク トン の 種類 も多く，冬揚 の 水温は 河川 よ り

高 く，順調に 春まで育 っ て い く。 そ し て 春，ア ユ は 再び

河 口 に 姿を現わす 。 体長 4〜5　cni で ，透明な
“
シ ラ ス

ア ＝
”

が 河 口 に 集 ま り，淡水へ の 適応力がつ くと川 を昇

り始 め る。そ して ，そ こ で 食性が が らり と変 る。動物性

プ ラ ン ク ト ソ か ら，植物で ある 付着藻類
一

藍藻 と珪藻
一
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へ と変り，こ の 藻順を食 べ 易 くするた め に ，口 の 形ま で

変化す る 。 藻頬 が繁茂 しやすい 場 所 を 見つ け る と，ア ユ

は そ こ に 陵み つ き，他の 規 を寄 せ つ けない 。こ れ が ア ユ

の
“
縄張 り

”
で ある。 7 〜8 月，水温の 上昇と強い 太陽

光線 とで 藻願が 菜殖す る。こ の 餌を十分に 食 べ て 急逮 に

成長 し，小さ なア ユ が数ケ月の うち に 20〜30Cm の 大型

ア ユ に な る。秋に な る と川 を 下 る。そ し て産卵し，産卵

後の や せ 細 っ た ア ユ は ，渕の 水 の 淀み で 死 ん で い く。ア

ユ が
t‘
年魚

”
と呼 ば れ る の は ，こ の短 い 一

生 を指すもの

で ある 。

　河川放流

　海の 汚染は ，毎年赤潮騒 劫が お き，人 々 の 関心 が 集 ま

る が，河川の 汚染は 大 きくi1馗 され る こ と はあま ワな い 。

　川 の 環境破壊 は 海 よ り もひ どい 。 農薬の た め に ，ドジ

ョ ウや フ ナ
，

タ ニ シ まで も姿 を 消 した。コ イ や ウ ナ ギ な

どの 大きな も ので 工〔れ る と逆 に 話 ，題に な る ほ どで あ る。

事実，河川で の 漁痩量は 滅 戎した。1974年度 の 統計資料

に よ る と主要魚腫の 全生産量 の うち，河川で の 漁獲 の 割

合は ウ ナ ギ 10．9％，コ イ 17．8％．マ ス 類 20．8％， ア ユ

72．3％で あ る 。 他は 全部董殖 された もの で あ る 。 淡水 魚

は 養殖 された もの を食べ て い る こ とに な る 。

　 しか し．ア ユ だけは 河川で の 漁獲が 多い 。 河 口 の 産卵

妨 の崩壌や 汚染，仔魚 の 生育場 として の 沿岸域 の 汚染 は

ア ユ の 稚魚の 増加 に は 大打累で ある 。 実際，ア ユ の 天然

の溯上 は著しく減少した 。 で も，ア ＝の 河川 で の 漁獲は

減少して い な い。稚魚が昇ら ない 多摩川などで も，上流

の 清流 に は ，ア ユ の 友釣 りで 賑わ う。

　 こ の 不思議な現象は 河川放流 の成果 である。放流 と は，

そ の 稚魚 （麁苗）を放 ち．資源 の 維持を は か る方法で ，

ダ ム や 堰の た め に 魚が 昇れな くな っ た 上流 に も，稚魚 が

トラ ッ ク で 運ばれ ，放流され て い く。ア ユ も多量 の 1燈魚

が 各河川に 放 たれ る 。 現在漁凡さ れ る ア ユ は、こ の 放 流

された稚魚が成育 した もの で あ る 。

　各河川に は 淡水漁業組合が 設置 され て い て ，こ の 詛 合

が漁業径 を もっ て い る。そ して 組合員以外 の 釣 り人 は 入

漁 i斗を 支払わ な け れ ば な ら な い o
一方，氾合の 方 も：Es　’Ti，

の 保護と増殖 の 莪務が あ り，7 ユ の 」
」合に は ，毎年春に

稚魚の 放流 が義務づ け られ て い る。放流用 の 匝蔵と して

は ，河川産 （海産）と湖産 （歪彦琶湖産）の 2 種順が あ る

が ，大部分は 琵琶湖産 で 約 250 万 トソ ，河川産は 約50万

トン が放流されて い る。河川産の 鰍 節 よ，海で 育 っ た稚

魚 が春先に 河 口 に 集 ま っ て くるの を漁獲す る もの で，小

型 の 地引捫 で と らえ，数 日 間汽水 の 池で 淡水 へ の 馴致を

し，放流 される． しか し こ の 穐ト、、嫁 死亡率が高 く， 縄張

りを作る性質が 弱 い た め に ，釣り人 の 人気が な い
。

　琵 琶湖産 の ｛重苗は ，稚魚期 で 湖で 過 ご さねば な らな く

な っ た 陸 封型 の もの で ，や は り湖 に 注 ぐ河川を溯上 す る

もの をとらえ る 。 こ の 陵封型の ア ユ は ，湖 で は 10c 皿 程

度 しか 成長せ ず，コ ア ニ と呼ばれ，飴 だ きと して佃煮に

され る。コ ア ユ が 河川 の 大 ア ユ と 同種で ，餌を十分与え

れば大 ア ユ に なる こ とを証明 し，そ れゆえ ， 河川放流用

の 種苗 と し て 利用 で きる こ と を実，llEし た の は ，日本 の 水

産研究者の に大 な 業演 と い え る ．

　大正 2 年 6 月 1 日，
−fi’ノつ く産学．「4・の 石川千代峰教授は

米原 か ら26哮間 か け て 菁海 まで ，新式の 活 意輸送 器 で ，

約 3QO 羅の コ ァ ユ
↓ 遮 び．堰．丿1で ぎて ア ユ が舁ら な くな

っ た 彡摩川上流 に 方｛1充した。そ の 年 約 30cm の 大 ア ユ を

釣 っ た 証人が 現わ
1
した が ，儒用され ずに 終 っ た。そ の 隆，

石 川先生の すす め 「一儲 買 県水産試験塔で 追試 が 行なわれ，

好結果 が一i．lt告された 。 大 正 12革きこ ，こ の 話 が新 附 紙上 に

報道 され る と注 目を集め ，各県で の 放流試験 が 始 ま り，

昭和 7 年に は 北 は 岩手県か ら南 は 熊本県まで ， トラ ッ ク，

汽車．飛行饑で 全国 に 運ば ｝t るに 到 っ た 。 現在 は ，酸素

ボ ン ベ を積 ん だ 活黒 運送車 で ．北海道まで 圧 ん て
’
い る 。

全国 の ほ とん ど の 河 川 に ，琵琶瑚の コ ア ユ が放流され て

大形 ア ユ へ 成育 して い く。

　放流された ア ユ の 再捕率は 高 く，追跡調査 の 結果か ら

は 43〜75％で あ る 。 長い 旅 で rJ
’“
　ILt稚ア ＝ も大部分が 生

き残 り，成 長 し て い く．二 とを示 して い る。 天然稚魚の 溯

上が年々 減少し て い る［lr 二，ア ユ の 河川 で の 灘獲が 増加

して い る最 大 の 理 由は ，二 の 可 川 放 流 事漿 の 成果で あ る 。

　孵化放流

　今
一つ ア ＝ の 増旭 の た め r二 ，人 工 孵化放流が 行なわれ

て い る。こ れ は サ ナ ・r 「 の 増 巫 事 業 と 同 嫌で ．親魚か

ら卵 と僖子をと り出 し，ハ 工 受牆を させ て孵 化まで 管 理

す る方法で あ る。こ の 方式t ’t ケ の 漁獲は 増大 した。特

に最近は
“

餌けけ∬（流
1’

と し て ，孵 1匕後数十 日間養殖池

で 配合飼 1【．で飼育 し，rl：1羊へ の 大旅 行へ の 活力をつ け放

流 して や る方法に な っ た。 二 の i占男 ．回 帰 率す なわ ち 放

流 した稚焦 の うち 見
’齟

とな っ て帰 っ て くる割£「が数％ ま

で も増加 し て い る 。

　 しか し，ア ユ の t月 二 ．夕くの 問．＿〜
1

、〔が あ る 。 第
一に ，

産卵床に 集ま っ て い る雌 匙 漁瑛 し，．rP，，「
一
，と し．て 使用す る

が ，こ の 雌中に は 仁
；

，で tFIYii不 能 の もの が 割 愈 多 い 。第

二 に ，サ ゲ ほ ど孵 fL　i〔流li4F　i，【；了が 訌IL立ざ｝して お らづ受 ill皐

卯釘ヒ率が低い 。第三 に 、亅采卵後の げ「i．漁よ殺 されるが ，最

近の 研究か ら，ア ニ は
’「2 週間置きに 数 回産卵する よ う

で あ る 。 こ の た め ，人工 工情の た ：，1）il・：天 然 よ りも産卯量

を減少させ る こ とに なる。第 四 に ，現在毎年 7 〜ユ1億粒

が全国 で ふ 化放流され て い るが ，河 川 の 産卯床 で の 産卵
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並調 査に よ ると，m2 当 り 100万〜200 万粒で ，ユ河川 で

数億粒の産卵が 行なわれて い る 。 日本全体の ア ユ の 産卵

量は 数百億 で ，放流 さ れ て い る量 が 少な く，放流効果が

どの 程度あるの か 不 明で あ る 。 以上の 問 題点を認識 した

漁協の 中に は，人工採卵法を中止 して ，産卵期間中の親

魚の 捕獲禁止や ，プ ル ト
ーザ ー

に よ る産卵床 の 造成な ど

に よ り，増殖を は か る方法を とっ て い る とこ ろもある 。

　栽培漁業 11寺代の 到来である が，ど の 魚種で も卵か ら稚

魚を育 て、放流すれば資源が増大するか とい うと，そ う

とは限らない 。 中 t’こ は 他 の 魚 の 餌を 放流 し て や る こ とに

もな る し，自然の 状況を よ くふ まえ，資源保護の 方法を

検 討す る必 要が あ る。ア ＝ の 場合もそ の
一

例とい っ て い

い で あろ う。

　養殖の方法

　ア ユ の 養殖は 非常に 盛ん で ．こ の 10年間 に ユO倍の 生産

量を挙げ，約5
，
000 トソ が出荷され て い る。この 隆盛 の

原因は ， 飼育技術 の 確立 と人 工 配 合 飼料の 開発に よ る。

しか し，ア ユ の 養殖が コ イや ニ ジ マ ス の よ うに ， 卵か ら

成魚まで
一貫して 飼育され るの で は な くて ，前記の 河川

放流用 の 種苗 と同様に，海産 と湖産 の 稚 ア ユ か ら飼育さ

れて い るの が現状 で あ る 。

　人工 種苗生産，すな わち受精卵か ら稚魚まで の 約 4 ケ

月 間を人間の 管理下で 育 て上げ る技術は ， 水産研究者特

に 水 産試験場 の 人達の 努力で確立 されつ つ あ る 。 そ して，

1 機関 ユ00万尾以上の 生産を 挙げ る所 も二 ，三 ケ 所ある

まで に 至 っ て い る 。 現在．数億円の 設備投資を行なっ て ，

ア ユ の 種苗生産 を 行 なうセ ン タ
ー的機関が 全国に 約ユ0ヶ

所設置 され て い る。しか し、これ らは 公営 の 機関で ，そ

こ で 生産され る種蕾は 河川放流が 原則で ある。民間 の 種

苗生産業者も二 ，三 現わ れ始め て い る が，そ の 生 産量 は

全体で も 100万尾以下で ．養殖用 に 必 要 な 種苗量 は約 1

億尾で あ るか ら，徴徽た る もの だ。

　海産 や湖産 の 稚 ア ユ は ，流水 の 池に 収容され る 。 ア ユ

の 酸素消費量は 250〜300mZ！k9・hr で あり．こ の 値 は ウ

ナ ギ，コ イ ，ニ ジ マ ス の 2 〜 3倍 に 相当する 。 ウナ ギ や

コ イ は 止水池や溜池で飼育され る が ，ア ユ は 酸素が飽和

した 水を豊富 に 流入 して や る必 要が あ る。 そ し て 流れ に

対 して 逆 ら っ て 泳 ぐ習性があるの で ，円形 の 池に 円を画

くよ うに流れをつ け て水 を 流すと，ア ユ も円を 画 い て 泳

ぎつ づけ る 。 果 て の ない 流れ ， 終 りの な い 旅が 始ま る 。

ア ユ に と っ て毎 日毎 日が川を 溯 る仕事に な る。常 に 流れ

に 逆 らっ て 泳い で は い る が，毎 日 同じ円形 の 中を ぐる ぐ

る とま わ っ て い るに 過ぎない e

　日の 出と共に ，タ イ ム ス イ ッ チ でセ ッ トされ た 自動給

餌器か ら，配合飼料 の ペ レ ッ トの 粒が水面に撒か れ る 。
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われさきに二餌に群が り， 満丿榎する と群 か ら離れ ，静か トこ

泳ぎつ づけ る 。 時々 ，仲間に 病気がで ると， 薬品を染み

込ませ た飼料が撒布され る。水温は 20°C 前後の 地下水

で 周年変 りない 。温室育ち な らぬ 温水育ちで ， 順調 に 成

育 して い く。
1〜2g であっ た稚ア ユ が また た く間に 成長

し て，3〜4 ケ 月後に は 70〜90gに な り氷づ め に されて

出荷され て い く。ア ユ は 促成 栽培で あ る。2 ，3 月に 購

入された稚ア ユ が 5 ，6 月に，又 5 ，6 月に 入れ た 種苗

が 9，10 月に は 出荷され る D2 期rF，3 期作 も行 なわれ

て い る 。

　電 照 ア ユ

　秋，こ うこ うと照 ら し出さ れた養殖池を見 る こ とが あ

る。こ れ が電照 ア ユ で ，電照菊 な どと同 じ原理 である 。

ア ユ の 生殖腺 の 急激な発達は 8 月 中旬か ら始 ま P ，柬北

で は 9，ユ0 月に ，日本南部で は ユ0〜12月産卵す る 。 養殖

魚も池中で腹部が 肥大 して くる。生 殖腺 の 発達は養殖 ア

＝ に と っ て，二 つ の マ イ ナ ス 面 を持 っ て い る。

　第
一は ，生殖腺 の 発達 と共に 成長が徐々 に 停止 して い

く。こ れ は ，栄養が 生殖腺に まわ る た あ で，ア ユ は 小形

で も時期が くれ ぽ成熟 して い く。 9 月以降は餌は 良く食

べ る が ，成長せ ず に 腹部が肥 大 して い くこ とに な る。第

二 は ，成熟 の 進 んだ ア ； の うち，雌は
“
子持ちア ユ

”
と

して 商品価値は高い が，雄 は
“
錆 ア ユ

”

と呼ばれ，安 く

な っ て しまう。　
“
錆 ア ユ

”
とは ，体色が黒裼色を帯 び，

鱗に表皮細胞 の 肥厚 した多数 の追星が 形成され，触る と

ザ ラ ザ ラ とす る。そ して ，腹部 は 精液を 徐 々 に 出すため

に へ こ み，脂肪量 が 減少 して 肉質 も バ サ バ サ として くる。

錆 ア ； は味が落ち る 。 こ の た め ， 自然 の 状態で ア ユ が養

殖で き るの は 9 月迄 で ，9 月に 入 る と急 い で 出荷しな け

れ ばならない
。

　光が 生殖細胞 の発達に 関与 し て い る生物は多い 。 キ ク

などの 植物，ウ グ イ ス や ウ ズ ラ などの 鳥類．魚 も数種み

っ か っ て い るが ，ア ユ は特に 光 の 影響が 強 い 。生殖腺の

発達 は ，脳 下垂体中の 生殖腺刺激 ホ ル モ ン の 分泌に よ っ

て支配され て い るが ，こ の ホ ル モ ン の 生産，分泌に 光が

関与 して い る。ア ユ の 場合，一日の 日長時間が 16時間以

上 の 際に は t こ の ホ ル モ ン の 生産，分泌は行なわれず，

秋 に な り日長時間が短か くな る と分泌 され ，生殖腺が発

達す る。錆 ア ユを作 らぬ た め に は 秋を作らない こ とで
，

こ の た め に ，一日16時間以上 ユOLux以上 の光を 照射し続

けれぽ良い 。 実際に は ， 夏至 が過ぎ 7 月下旬か ら毎夜電

燈で 水面を照 ら し ，
18時間前後 の 日長 時間 に し て ，ア ユ

に 秋 の 訪れ を教え ない で 置 くよ うに す る 。

　以上 の よ うな方法で ，11月まで 成熟させ る こ と なく成

育 させ る こ とが 可能で あ る。ア ユ は 年魚で あるが，こ の
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ア

光処理方法 に よ り．越年させ ，3〜40cm の ジ
ャ

ン ボ ア ユ

も作れ るe

　養殖魚の 価格の変動 と周年養殖

　養殖魚の 価格は ，コ イ，ニ ジ マ ス の よ うに一年を通じ

て ほ とん ど変らない もの もあるが ，ウ ナ ギ，ア ユ は 季節

的な変動が あ る 。 ウ ナ ギは 土用を中心と した 6 ，7 月が ，

ア ユ は 4 ，5 月の 河川で の 解禁前が 非常に 高い 。 こ の 値

段 の 変動は 毎 年 同 じパ タ ーン を繰 り返す。価 洛は 需要 と

供給 との バ ラ ソ ス の 上 に あ る 由で あ るが ，ウ ナ ギ ，ア ＝

の 需要の 変 1ヒは 極端 で ．それ も養殖魚の 供給量が 少 な い

時期に 多い 。 これ は 各 々 の 魚が
“
し ゅ ん

”
に 当 りお い し

い 季節 で あ る の で は なくて，単な る 日本人の 食習慣に あ

る と云 え よ う。

　蒲焼は 土 用 の う し の 日を中心 に 夏や せ 防止 に 食べ られ

る し，ア Z は季節の魚で，新緑の 頃初夏の 訪れ を 味わ う

こ とに な る 。 しか し，こ の 時期の 供給 は 少な い。ア ユ の

河川で の 解禁は 6 月 1 日以降 で あ る ため ．それ以前に 天

然 の ア ユ は
一

尾た りとも，市場に 出る こ とは ない 。 4 ，

5 月の ア ユ は 養殖 ア ユ が す べ て で あ るが ，ア ユ が 年魚で

あ るた め に ，前年の 9，10 月に 受猜 した 卵 が 約半年で ，

成魚 とする必要が あ る。 ア ユ は 本来，7 ，8 月の 高水温

期に 成育す る由で ．そ れ を 4 ．5 月に 若 ア ユ と し て 食べ

るに は 促成栽培が な され て い る 。

　 ア ユ の 価格は ，kg 当り 4，5 月が 3，　mo 円で ，6，7 月

に は 1200〜 300円 に 急激に 落 ち ，
9 月以降は 10QQ 円以下

に なる。
一方，市揚 へ の 入荷量 は ，4 月 2 ％，5 月 8 ％，

6 月 18．5％，7月 2・L．5Yo，8 月22％，9 月 18．5％，10月

7％で 終了す る。ア ユ の 味 は 5 月 よ りも 8 月 の 方が 良 く，

9 月以 降も前記の 電照 蜑 を 行 な えば ，成熟 を 抑制 し，若

ア ユ の よ うな状態 に 維持す る こ とが で きる 。

　日本人 の 食習慣を再険討す る必 要がある 。 季節感や 慣

習 で 食べ るの で は な くて，そ れ ぞれ の 魚 の 最 もお い しい

季節
一

しゅ ん
一

で 食べ るか ，充分成長 し蛋白の 利用度 の

高 い 時期に 食 べ る よ うに す る と，安い もの が 豊富に 食卓

に の ぼ る こ とに な ろ う。ア ユ の 場 合，10月以降に も需要

が 期降 され る な らば，生産量は 増大 す る。琵琶湖の コ ア

ユ は 7 月に 入 る と大量に 漁獲され るが ，こ の コ ア ユ を養

殖 した の で e：IO，11月に 出荷す る こ とに な り，価隆の 安

い 時期 で
’
需要 も少ない た め ，養殖す る量 は 非常に 少な い 。

そして，こ の 大量の コ ア ユ は
“

始だぎ
’

に され て い る e

　最近，ス ーパ ー等に冷凍魚とし て一尾ずつ を袋に 入 れ

た ア ユ が店頭に 並 ぶ こ とが あ る。池や人手 を遊ば せ る こ

との な い た め に 電照 ア ユ の 技術を利用 して ，ほ そぼ そ と

養殖 して い るもの で ある。現在，ア ユ の 養殖池は ，U 月

か ら 4 月まで の 半年間遊 ん で い る もの が多く， ア ユ 養殖

ユ

業者 も冬 の 問休養 してい る。需要が一
年間 を 通 じて あ る

よ うに なれ ば，こ の 無駄が な くな り 安 く大量の ア ユ を供

給 で きる こ とに な る。

　養殖魚の 産地と適地

　 ア ユ の 価：洛の 高い 時期に な るべ く多く出 荷する の が ，

養殖経営 の こ つ に な る 。 琵琶湖産の 種苗は 4月 以降に 採

捕され るの で ，初夏の 出荷に は まに あわ な い 。海産 の 稚

ア Z の うち ，な る べ く早期 に 採捕で き る もの が奪い 合 い

に な る。海 で の ア ユ の 生態は 不 明 の 部分が 多い 。 孵 1ヒ直

後に 海に 入 り，大群 を 1乍っ て 比較的沿岸を回 i族して い る 。

相模湾沿準で とれ る シ ラ ス （カ タ ク チ イ ワ シ の 稚魚）の

中に シ ラ ス ア ユ が
一

割位混入 して い る。海で とれ る シ ラ

ス ア ユ を 生 か し て持 っ て くる こ とは 困難な閥題で あ る 。

そ こ で ， 海産稚 ア ユ の 産地は ，和歌山県の 田 辺湾 や 静岡

の 浜名湖 な ど波静か な 湾や 河 川 に 溯 上 す る ため に 粢 ま っ

て きた もの を河 口 で 捕 え る。こ の海産 の 稚 ア ユ は ，他県

へ の 移動が 県条令に よ り 禁止 され て い る。早 期出 荷 の ア

ユ 養殖は ，海産稚 ア ユ の 供給県で しか お こ なえな い
。

　こ れ まで は ，水 の 豊富な 徳島県や 湖産艙苗の 入手 の 簡

単 な 滋賀県で 発達 して ぎた が ，和 歌 山 ，宮崎，静岡が急

激 に 増加 して い る。咋年度 の 県別 の 生産量 は 和歌山25％．

徳島22％，滋賀 12男，宮崎．静岡が 8 ％で あ る。又 ，築

地魚 市場で の ア ユ 入 荷量 の 70％が 和歌山 産 で 占め ら．れ て

い る 。 前目の 午後 か ら氷 づけ に して 殺 され た ア ユ は ，数

尾ずつ 小さな発泡ス チ P 一
ル の 小箱に つ め られ ，保冷車

に 積 まれ て 特急便で 全国 の 市場 へ 出荷され る 。 市場で は

朝3 時か ら七 リが 始 ま り，こ れが 夕方 の 食卓に 塩焼きに

な っ て い る。長 良 川畔 の 旅館 で 食べ た もの も，利眠川 の

ヤ ナ 場 で食 べ た もの も．和 歌 山 や 鯨島産で ある 可能性は

高い 。

　ア ＝ の 周 年養殖が行なわ れ る よ うに なれば ，湖産種苗

と人工飼料 は どこ で も入 手で ぎ るた め ，EI本全 国 で養殖

は 可能で あ る 。 事実産韻は 少ない が岩手や秋田で も養殖

され て い る 。 ア ユ 巽殖 の 本当 の 適 地 は ，20℃ 前後の 豊

富な地下水がある と こ ろ で あ る。

　ア ＝ は清流に 陵息す るか ら，＝
’
ス 類 の よ うに 低水温を

好 む と考え 易 い が，適水 温は 15〜25°C で 最適水温は 22

〜21° C で ある。 15° C と 20° C とで ア ユ を 飼育した 場 合．

3 ケ 月 で 体重が 2 倍の 差が で きる。2Q°C な ら 3 ケ 月で

出荷で きるもの が ，Z5° C で は 4 ，5 ケ 月必 要と な る。

日本は 河川水 が 盤富で ある。 こ の 河川水で ア ユ を養殖 し

て い る業者 もあ る 、 しか し，河川水 は 春は 低水温で ，夏

は高くな る 。 そ して時 々 水 が濁る 。 ア ユ は 濁りを嫌い ，

そ の 間 の 餌の 摂取が減少す る。20qc 前後の 水脈は ，ま

だ M 木に は あ るであろ う， ア ユ養殖の 適地 は ，日本に は

（39 ） 39

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Cookery Science

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Cookery 　Soienoe

詰周理季1学　VoLll 　No ．ユ　（197S）

多い 。

　 天 然魚 と養殖魚の 差

　 天然 と嚢殖 との ア ＝ の 差 は な んで あろ うか ？　形態的

に は 巽殖魚は 体高が i｝訂く，肥 っ て い る。ア ユ 本来のすら

っ と した 容姿を失っ て い る。又 背鰭 の 長 さが天然 の 方 が

畏 い とい う。 しか し．塩焼 きに して 出され た 時に ，天然

魚 と襲殖され た もの とが区別 つ く入は まず い ない 。 天然

の ア ＝ も大部分は 稚 7 ユ が 放流 され て ，河 川 で 成育 した

もの で あ る 。 こ の 敷流用の 種衝 は，養殖するもの と同 じ

く，湖産 と海産 の 両 方 が 使用されて い る 。 放流用に は 湖

産 が ，雙殖用 に は 海産が好 ま h て は い るが，種苗の 大半

は 琵琶湖産の もの で ，3 〜6 ケ 月間それぞれ異な っ た 環

境で 成育 した こ とに な る 。 しか し ，
こ の 環境も本質的に

は 大差は な い 。 両者共に ，豊か な清水の 流れ中で ．順調

に 成 育 して い く。片 や 自然 の 川 で ，片 や 終 りの な い 円形

の コ ン ク リート水槽の中で D 河川の 中に は．廃水や農薬

で ，環境条件が 悪化 して い る と こ ろ もあり．水 の 条件か

らすれ ば ， 養殖魚の 方が 良好 で ある 。

　
一

番 の 大きな差は 餌 に あ る。天然魚は 付着藻類で あ り，

養殖魚 は 魚粉を中心 とした 配合飼料で ある 。 植物性と動

物 性 ，ま っ た く異 な っ て い る。食性も変わ る。石 の 上 に

繁茂して い る フ ケ を 口 唇 の 上 の 櫛状の 歯で 削 FJ取る。石

の 上の 緑色の 中に 二 本の 歯跡が つ く，
こ れ が ア ユ の

’‘
は

み 跡
”

で あ る 。 養殖魚は 水面 に 落ちて くる粒状 の 配合飼

料 を ，ぱ く っ と食 う。こ れ は ，コ イ や ニ ジ マ ス とな ん の

変 りもな い 。

　裹殖魚 の 餌

　大 正 末 期，ア ユ 養殖 の 澱初 は ，川か ら付着藻類 の よ く

繁茂 1．．て い る石 を拾 い ，これを池に 入れ餌 と した 。 その

後 ，サ ナ ギ や イ ワ シ 等 が す りつ ぶ され て ，餌 と され た。

覲在 の ア ユ の 餌．は 、ホ ワ イ トフ ィ ッ シ ュミール （北 洋 の

ス ケ ト ウ ダ ラ に よ る魚粉）を 中心 に した 配台飼料で ある 。

市販 の 配 合飼 料 の
一

般成 分 は ，粗 蛋 白 45％，粗 脂 肪 4 ％，

粗 灰分12％，粗盖裁維2 ％ ， 水 分10〜15％，そ の 他炭水化

物 とな っ て い る 。 蛋白含量が非常に 高い 。
ニ ワ　ト リ 用

（ブ ロ イ ラ ー
） の 飼料の 蛋白量は 17％で あるか ら，こ れ

と比較する と高蛋白飼料だ 。

　養魚飼料は 蛋白含量 が 40〜50％ と どれ も高い 。肉食性

の ハ マ チ や ウ ナ ギ が 高蚕 白 飼料を必要 とす る こ とは 理解

で きるが ，植食性 の ア ユが ，ウ ナ ギ やハマ チ と同 じ飼料

で あ ろ こ とは 不 思議 で あ る。しか し，硅藻の
一

般分析 1直
eま，才U蛋 白 47．5タ6．才M脂肋 6．9ヌ6，を且繊葦佳45．6％ とやは

ワ高董白で ある 。 天然 ア ユ も高蛋白飼料 を食べ て い る こ

とに な る。ア ユ の 配 舎飼 料 が．ウナ ギや ニ ジ マ ス 用 の も

の とあまり変わ りな い の も特に 問題で は ない 。
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　 こ の配合飼料も，ア ユ の 食性 を 考 え ，最初 ぱ
”
置き餌

”

として使用され た 。 粘着力の あ る飼料を塊 りとして 水底

に 多数置 き，ア ユ が そ の 飼 料を コ ケ をは む よ うに 削 ワ取

る方法で あっ た 。 しか し，そ の 方法が 特 に 必要 で あ る 由

で は ない 。現在で は 自動給齶 il｝に よ t），− L］数回，粒状

の 飼判が水 面 に 散布 され，ア ユ は競い 台 っ て こ れを食べ

て い る 。

　 養殖 ア ユ の 味と香 り

　 巽殖ア ユ と天 然 ア ユ の 味の 差 は 多 くの 人 が指摘 して お

り，問題 に もな っ て い る。

　 ウナ ギ の 養殖は 全生産量 の 90％を 示 め て い る。天然 も

の しか 使わな い とい う特殊な料亭を 除 き，ほ とん どすべ

て の 蒲焼 は 養殖 された ウ ナ ギ で ある 。 日本人の 口 は 養殖

ウナ ギに慣れ ，養殖と天然 との 差を問題 に する人 は い な

い 。 こ の 養殖 ウ ナ ギ もこ の 数年 ，台 湾か らの 輸入 が 激増

して お り，咋年度，日本で の 生産量が約 2万 トン で あ る

の に 対 し，輸 入 量 が約 1．4 万 トン とな り，日本で 食べ る

ウ ナ ギ の 40％が台湾産 で あ る 。 ウナ ギ の 味が，台湾産 の

巽殖 ウナ ギ の味 に な る可 能性も大きい 。

　 ア ユ は まだ養殖魚の 占め る割合が 30％ で あるか ら，天

然 ア ユ を食べ るチ firン ス があ る。そ こ で養殖 と 天然 との

味の 差が 問題に な る。天然 ア ユ を食べ る チ ャ ン ス の 多か

っ た 元淡水区水産研究所の 島津氏は 次 の よ うに 諤か れ て

い る 。

　 「現在 の 養殖 ア ユ は 味即 ち 品質 の 点で は まだ 天 然 に 遠

く及ぼない 。 ア ユは 季節 の 日本料理に は な くて は な らな

い もの で あ る が ，京都 の
一

流 料亭 で は 天 然 の ア ユ は 使 っ

て も，養殖 ア ユ は 絶対に・使わ な い 店が 阿軒もある。それ

は養殖 ア ユ が脂肪過多で あ 9 ．何よ りも
“
香 り

”
が欠け

て い る こ と が 大 きな 欠点で あ るか らに 外な らない 。 ア ユ

は 香 魚 と も智 くよ うに
“
香 ザ が その 生命で あ る 。 香 り

の ない 7 ユ は ア ユ の 資格がない 。 近頃，料理屋 で 食べ る

ア ＝ は まず くな っ た とい う声を よ く耳 に す る 。 そ れは 養

殖 ア ユ が 出廻 っ て い る こ と と、そ の ア ユ が 品質の 点で未

完成だとい うこ とを如実に 物語 っ て い る。」（フ ィ ッ シ ＝

マ ガ ジ ン
，
1976年 12月 号 よ り）

　まずい 養殖 ア ユ が 出廻 っ て い る こ と も晦実で あるが，

握殖 ア ユ は す べ て まず い 由で は ない 。 昭和 3 年か ら多摩

川畔で ア ユ 墾殖をや っ て い る矢部氏 は ，座談会の 中で こ

ん な主旨の こ とを話 して い る。

　 「養殖 ア ユ は
‘’
豚 ア ユ

”
なの で す 。 よ り大 きく育 て ，

よ り早 く布場に 出 し，よ り高価に 売 る た め の 方 便な の で

す。 姿の 良い ア ユ を作 り，小箱に並 べ て．氷づ け に して

出荷した場合，身 が しまっ て い るた め に ，同 じ目方で も

ガ ラ ガ ラ して し ま う。そ の た め ，肥 っ た ぶ よぶ よ ア ユ の

（40 ）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Cookery Science

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Cookery 　Soienoe

ア

方 が 高く取引きされ て しま うの で す 。 自家配合 の ペ レ
ヅ

ト飼料で ，香 りも肉質も変わ りな く，姿 も立派 な ア ユ を

作 る こ とが で きま す。しか し，今の 流通機酵を変え なけ

れば，わざわざ苦労して 安い ア ユ を 作 る こ とに な っ て し

ま い ます。」 （養殖 ，1977年 9月号）

　天然 ア ユ と養殖 ア ユ との 味 と 香 りの 差 が ，何に よ るか

化学的報告は され て い ない 。 ただ ，養殖 ア ユ は 体成 分 の

うち脂肪量が 多く，内臓の ま わ りと背 ビ レ 前の 筋肉中に

蓄積 して い る 。 しか し，こ の 養殖 ア ユ も 2 〜3 週間 ほ ど

餌を 止め た ：
），取上げの 1ケ 月前か ら植物蛋白を主成分

と し た 配 合飼 料で 飼育す る と，天然 ア ユ に 近 い もの が で

1＝ る 。 養殖業者の 中に は ，自家消費分 と して，す ら っ と

した 姿の 脂彷分 の 少ない ア ユ を，わ ざわ ざf
’
Fっ て い る 人

ユ

もい る 。

　味 の 良い ア ユ を 作 る こ とは 可能で ある。それを敢えて

しな い の は ，前記矢部氏の 指摘の よ うに ，苦 心 の 作 が 安

く評価され るか らで あ る e 特製の お い し い 養殖 ア ユ が ，

高く評価され る よ うに な れば，養殖 ア ユ 全体が天 然 ア ユ

の 味 に 近づ い て い くであろ う。 養殖業者 の 中に は ．養殖

ア ユ が味で 評判を落 し，需要が 滅少す る こ とを 心 配 して

い る人 もい る e

　天然 ア ユ と養殖ア ユ の味と香 ワの 差を化学的に 証明す

る 方法は な い の で あ ろ うか 。そ して こ の 差 が 特製 の お い

しい 養殖 ア ユ に ば な け れ ば，白信を もっ て 鵜 詞 や 粟場で

の 需要に 応 じる こ とが で き る 。

“
味と香り

”
の 研究 は 調

理科学の 分野の 中に 入 る の で あ ろ うか ？

［壅囹 亙1［虱
神　 立 識 著　 「四 訂 食 品化学 」

（A5 判 298ペ ージ　定価1，50t）円　光生賠）

！　 本 書ば 定評 の あ る食品 化
．
羊の 教科書で ．広 く1吏用 さ

　．iして い るもの なの で ，あえ て 紹介の 必要もな い と思 う
ト

　が，今回 8 年娠 りに 改訂が行われ，四訂版 が 出版され

1た の で と りあげて お く。

1　 四訂版 で特に 改訂 され た とこ ろ は ，成分分析眠 統
11

言
・1・，日本農林規賂の 改正，食1猛1添加 物などの 改正点で

i・・・ ・・… 鰯 ・・ … デー・ を加 …

全面的 に 改言］
’
が 行われ て い る。

食品 齲 の 鰈 桁 うとき，デ弓 ・ 噺 しさを求め i
られ る 。 と くに 日本嶷休蜆洛の 改正 とか f輩 1

添加物の
1

改正 、。 ともな 。 て行わ な い と雕 。 た ・ とを撮 そ 引
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 H

に な る。こ の よ うな点か ら，今回 の 改訂は 本書を使用 1

して い る教酢 と 。 て望まれ てい た 点とい え よ う。 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元 1−LI） i
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