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　　Number 　and 　maximum 　standard 　length（SL ）of 　Japanese　minnow 　consurned 　by　bluegill　were 　investigated　in

aquaria ．　Fifteen　live　Japanese　minnow （2，5−7，9　cm 　initial　SL）were 　released 　inte　each 　aquarium 　with 　one 　bluegill

（5，7−14．3cm 　SL）to　investigate　the　consumption 　of　Japanese　minnow 　by　bluegill　during　ten　days．　All　bluegill　ex ・

cept 　that　of　5，7　cm 　SL 　consumed 　Japanese　minnow ，　The　maximum 　length　and 　the　total　weight 　of　Japanese　min −

now 　preyed 　upon 　by　bluegill　were 　correlated 　with 　SL　of　bluegill；bluegill　consumed 　5．8g 〔5．6％ of　initial　bluegill

weight ）of　Japanese　minnow 　per　day　at　the　maximum ．

キ
ー

ワ
ード ：外来 魚，捕食 量，LePomis　macrochints ，　 Pseudorasbera　Parva

　 ブ ルーギ ル LePomis　macrochfms は北 米原産 の サ ソ フ

ィ ッ シ ュ 科 の 淡 水 魚で あ り，日本に もち こ ま れ た後，国

内の 湖 沼 や 河 川 で 分布を 拡 げ て い る。1
−3）全 国内水 面 漁

業 協 同組 合 連 合 会の 聞 き取 り調 査 に よ る と，平 成 13年

に は 43 都道府県で ブル
ーギ ル が 確認 され て い る 。

3）侵入

した 多 くの 湖 沼 で ブ ル
ーギ ル は 個 体 数 を増 加 さ せ る

一

方 ，在 来 の 淡 水 魚 の 個 体 数 は 著 し く減 少 す る こ とが報 告

さ れ て い る 。

1・4・5）

　胃 内 容物 を調 べ た 研究 に よ る と，ブ ル ーギ ル は プラ ソ

ク トン ，水草，水 生 昆虫，水面 へ 落下 す る陸生無脊椎動

物 か ら魚類 ま で 摂食し，き わ め て広 い 食性 を 持 つ
。

6−11／’

そ の た め，ブルーギ ル は 他 魚 種に対 して，餌 を め ぐ る競

争 や捕食 を 通 して 負の 影響を 与え る と推 察さ れ る。しか

し，ブル
ー

ギ ル が 他魚種を 減少さ せ る過程 や 原因 に つ い

て は ほ と ん ど明 らか に さ れ て い な い 。

　北米に お い て も 日本に お い て も，ブル ーギ ル の主 食は

水生 昆虫 お よ び プラ ン ク トン で あ り，6
一12）魚類 の 卵 や仔

稚 魚，幼魚が ブ ル
ーギ ル の 胃内容物 に 占め る 割合は か な

らず し も高 くな い 。しか し，ブ ル
ー

ギル に よる卵 や 仔稚

魚 の 捕食 は 他魚種 を 直接減少 さ せ る 点で ，大 きな影響を

持 つ と考 え られ る 。 また ，4〜6月 に 多 くの 魚種 が 繁殖

期 を迎 え る と，ブル ーギ ル が そ れ らの 卵 仔 稚 魚 を よ く捕

食 す る とい う報告 もあ る 。

2・13−15） ブ ル
ーギ ル が 他魚種 を

餌 とす る場合 の 捕食数，捕食量 等 を 明 らか にす るた め に

は，胃内容物 の 検査 だ け で は不 十 分 で あ り実験的解析 も

必 要 で あ る が，こ の 点に つ い て の 研究 は ほ とん ど行 われ

て い な い
。 そ こ で 本 研 究 で は，ブル

ーギ ル を捕食者，コ

イ科 の モ ツ ゴ Pseudorasbora　Pavaaを 被食 者 と して 水 槽

実験 を 行 っ た。わ が 国 で はモ ツ ゴ は 湖 沼 や た め池 の 多 く

で優占種 で あ っ た が ， ブ ル
ーギ ル の 侵入 後 に 著 し く減少

した こ とが報告さ れ て い る 。

1・4〕実験 で は水槽内で さ ま ざ

ま な 大 きさ の ブ ルーギ ル に モ ツ ゴ を与 え る こ とに よ り，

ブ ルーギ ル が モ ッ ゴ を捕食 す る場合の 限界餌サ イズ およ

び捕食量 を 明 らか に した の で こ こ に 報告 す る。

試料および方法

　供 試 魚 　 ブ ル
ーギ ル は長野県小県郡丸 子町の 箱畳 池 に

お い て 2002 年 7 月 10 日 に ミ ミ ズ を 餌 と し て 釣獲 し た

後，長野県上 田市 の 中央水産研究所上 田庁舎へ 運んだ。
上 田庁舎 で は，ブル ーギ ル を FRP （強化繊維プ ラ ス チ

ッ ク） 水 槽 （長 さ 180cm 　x 幅 90　cm × 深 さ 70　cm ）で

飼育 し，餌 と し て ク リル （乾燥 オ キ ア ミ） を 1 日 1 回

投与 した。モ ッ ゴ は 2002 年 7 月 9 日に長野 県 北 佐 久 郡

立 科町 の 2 ヵ 所 の た め池で ，も ん ど りに よ っ て 採集 し
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た。モ ッ ゴ は上 田 庁 舎 に お い て ガ ラ ス 水槽 （長 さ 90cm

× 幅 45cm × 高 さ 45　cm ）で 飼育 し，1 日 1 回 ペ レ ッ ト

を投 与 し た 。 どち らの 魚 種 も水槽に お い て 6 日以 上馴

致 した後，実 験 に 用 い た 。

　計測　実 験に 用 い られ た ブルーギ ル お よび モ ツ ゴ に つ

い て は，実 験 水槽投 入時 に標 準体長 （SL，0，1cm ）と体

重 （湿 重 量 ，0．01g ）を 計 測 した 。 ブル
ーギ ル に つ い て

は 実 験終了時に も標準 体 長 と体重 を 計 測 す る と と もに ，

口 径 に つ い て も ノギ ス を 用 い て 測 定 した。目 径 は，口 部

を 縦 お よび 横 に そ れ ぞ れ 最 大 限 伸 長 させ た 場 合 の 内径

（0，01cm ）を 計測 した 。
こ の ほ か ， 実験水槽 に投 入 しな

か っ た モ ツ ゴ の うち 20 個体 の 標準体長 （0，1cm ）， 体

重 （0．01g），体高 と体幅 （0．001cm ）を 8月 2 日 に 測

定 した 。

　実験方法　実験 は 2002年 7 月 16 日 か ら 8月 2 日 ま

で ， ヒ部濾過装置 が 設置 さ れ た 水槽 （長 さ 120cm × 幅

45cmx 高 さ 45cm ）を 用い て 行 わ れ た。実験水槽 は屋

内に 12基 用意 され，毎 日 9時〜15時 の 間に 計測 さ れ た

水 温 は，23．4−27．8℃ の 範囲で 外部気温 に 応 じて 変化 し

た。

　 ま ず初 め に ，7 月 16 日 に 各水槽 に 1個体ず つ ，合計

12個体 の ブル
ー
ギル （SL＝5．7〜14．3　cm ）を収容 した。

こ れ らの ブル
ーギ ル に は 2 日 に 1 回，ク リ ル 1個 を与

え ，摂食す る こ とを 確認 した。その 後，7 月 23 日 に 各

水槽 に 15個体 ず つ モ ッ ゴ を 投 入 し た 。投 入 に あ た っ

て ，モ ッ ゴ は 小 （SL ＜3cm ），中 （3　cm ≦ SL ＜5cm ），

大 （SL ≧ 5cm ） の 3 サ イ ズ ク ラ ス に 分 け られ ，各サ イ

ズ ク ラ ス が 5 個体ず つ 放流 さ れ る よ うに し た。最小 お

よび最大投 入 個体 の 標準体長は，そ れ ぞれ 2．5　cm と

7．9cm で あ っ た。各水槽の モ ッ ゴ に は，尾鰭，背鰭 ，

腹鰭 の
一

部を切除する こ とに よ っ て 個体識別 を施 した 。

こ の ほ か，別 に 用意 した 水槽 （長さ 120cm　X 幅 45　cm
× 高さ 45cm ）1個 に モ ッ ゴ だ け 15個体を収容 した。

そ の 標 準 体 長 は 2，6〜7．9cm の 範 囲 で あ り，各サ イ ズ ク

ラ ス が 5 個 体ずつ に な る よ うに した 。モ ッ ゴ は 10 日 間

水槽に 収容 さ れ た。モ ッ ゴ だ け の 水槽 で はモ ッ ゴ の 死 亡

・消失 が 認 め ら れ な か っ た の で ，ブル
ーギ ル の い る 水 槽

で 消失 した モ ッ ゴ は，ブル
ー

ギル に捕食された とみ な し

た。実験期間中モ ツ ゴ に は餌を与 え なか っ た 。 水槽内で

モ ッ ゴ が捕食されず に 死亡 した場合に は ， ほ ぼ 同体長 の

代わ りの モ ツ ゴ を 投 入 した 。 実験期 間 中，毎 日 1 回 水

槽内で 生 き残 っ た モ ッ ゴ の 数 を記 録 した。実験終 了時 に

は，捕食さ れ ず に 生 き残 っ た モ ッ ゴ を記録 した。実験期

間 中 に ブ ル
ーギ ル の 体長 に増 加 が認 め られ た の で，体長

と して は 実験 終 了 時 の値 を用 い た。

結 果

実 験 に用 い られ た ブ ル ーギ ル の うち ，標準体長 が 5．9
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ブル
ー

ギル に よ るモ ツ ゴ の捕食 735

cm の 1個体 を 除 く 11 個体 は す べ て モ ッ ゴ を 捕 食 し た

（Fig．1）。モ ッ ゴ の サ イ ズ ク ラ ス ご とに ブ ルーギ ル に よ

る 捕食数 を 検討 す る と，初期 体長 7．1cm 以 上 の ブ ル
ー

ギ ル は，水槽 に 放 さ れ た 5 個 体の 小 型 モ ッ ゴ （3cm 未

満）をす べ て捕食 した。体長 6．2　crn の ブルーギ ル は 小

型 モ ッ ゴ を 1個体だけ捕 食 し た 。体長 が 3cm 以 上 5
cm 未満 の 中型の モ ツ ゴ の 捕食数 は ブル

ー
ギ ル の 体長 と

正 の 相関を示した （Spearman’

s　rank 　correlation 　test，　z
＝2．03，P く 0．05）。12個体中 4 個体の ブルーギ ル は 5 個

体の 中型 モ ッ ゴ を す べ て捕食 した。一
方，体 長 5cm 以

上 の モ ッ ゴ を捕食 した ブル ーギ ル は 3 個 体 だ け で あ り，

1 水槽に 放流 され た モ ツ ゴ を す べ て 捕食 した の は標準体

長 が 14，3cm の ブル ーギ ル 1 個体 だ け だ っ た 。 こ の ブ

ルーギ ル は最大 で 6．4cm の モ ッ ゴ を 捕食 した 。

　捕食され ず に 死 亡 し た モ ッ ゴ は 17個体確認 され た。
こ れ らの モ ッ ゴ で は 体表 が 傷 つ け られ て い た。17個体

の うち 4 個 体 は 体 長 5．9cm の ブ ル
ーギ ル の 水槽 で ，10

個体は 体長 8．8cm の ブル
ーギ ル の 水 槽 で そ れ ぞ れ 確認

さ れ た。体 長 が 12．3cm の ブ ル
ーギ ル に つ い て は，モ ッ

ゴ に対 す る捕 食 行 動 が観 察 さ れ た 。 逃 避 行動 を示 す モ ッ

ゴ を 追尾 し，モ ッ ゴ が 停止 す る と数 cm に まで 近寄 り，

そ の後モ ッ ゴ に突 進 して頭部 か ら捕食 した。

　 計 測 した 20 個 体 の モ ツ ゴ す べ て に お い て 体高は体幅

よ り も 大 き な 値 を 示 し ， そ の 体長 と よ く相 関 した

（Pearson
’
s　correlation 　coefhcient ，　r＝O．99，　P ＜ 0．OOOI，n

− 20， ｝
厂＝− 0．146＋ 0．255X ； Y ：体高，　 cm ，　 X ： SL，

cm ）。ま た，ブル
ーギ ル の 口 径の 縦長 お よび 横長も体長

と高 い 相 関 関 係 を示 した （Fig．2）。ブ ル
ーギ ル の 体長

に対 す る 口 径 の 縦 長 お よび 横長の 回 帰直線の 傾 き お よび

高 さ に は 有意差 は 認 め ら れ な か っ た （共分散分析，傾

き ：F1，20＝O．29
，
　P ＞ 0．5 ；高 さ ：Fl，21＝O．51，　P ＞ 0．4）。

　 モ ッ ゴ の 体高が ブルーギ ル の 口径 の 縦長 お よび 横長の

長 い 方 に収 ま る場 合が，ブルーギ ル に と っ て モ ツ ゴ を捕

食で き る限界サ イズを示 す と考 え られ る。実験 に 用 い ら

れた ブル
ー

ギ ル の 各個 体が実際に 捕食 した モ ツ ゴ の 最大

体長 と，そ の 口径 か ら求め た ブル
ーギ ル が モ ッ ゴ を捕食

で き る 限界サ イズ を 図 示 した （Fig，3）。 実 験 に お い て

ブル
ーギ ル が捕食 した モ ッ ゴ の最 大 体 長 は，ブル

ーギ ル

の 体長 と よ く相関 し た。ま た こ れ らの値は，ブルーギル

の 口 径 サ イズ か ら推定 さ れ た 捕食可 能 なモ ッ ゴ の 最大体

長 を示す回 帰直線の 線上 も し くは そ の 下 側 に示 され た 。

　ブ ル ーギ ル は 水槽 に モ ッ ゴ が入 れ られ る とす ぐに捕食

を 始 め，1〜9 日経過 す る と捕食 可 能なモ ツ ゴ を食 い 尽

くす 傾向が 認 め られ た 。 そ こ で ブ ル
ーギ ル が 最終的 に捕

食 したモ ッ ゴ の 初期体重の 合 計値を 捕食 し尽 くす まで の

日 数で 割 っ た 値を，1 日当た りの 捕食量 と して ，体長 と

の 相 関関係 を 求 め た （Fig．　4）。ブル ーギ ル に モ ッ ゴ を

与 え た 場 合 の 1 日 当 た りの 捕食量 は ブ ル
ー

ギ ル の 体 長

言
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Fig．2　Vertical　and 　horizonal　mouth 　lengths　of　bluegill．
　 Regression　equations 　for　vertical 　and 　horizontal

　 lengths　are 　】r＝− 3，76 ＋ 1．46X （r ≡O．979，　P ＜ 0．0001，
　 n ＝12，Y ＝venical 　mouth 　length，　X ＝SL）and 　i厂≡−

　 2，97＋ 1．33X 　　（r≡0．968，　P く O．OOOI，　n ≡12，　Y ＝

　 horizontal　mouth 　length，　X ・＝SL），respectively ．

と高 い 相関 関 係 を示 し，最 大 で 5．8g，ブ ル
ーギ ル の 初

期体重 の 5．6％ に達した 。

考 察

　本研究 に より，ブルーギ ル が モ ツ ゴ の 幼魚や 成魚を 直

接捕食する こ と，標準体長 が 6．4cm の モ ツ ゴ で す ら標

準体長 が 14．3　cm の ブル
ー

ギ ル に は 捕食され る こ とが 明

らか にな っ た。ブ ル
ー

ギル が捕食可 能な モ ツ ゴ の 最大体

長 は ブル
ーギ ル の 体長 と相関 し，しか もブル ーギ ル の 口

径か ら推 定 され た 限界値 とよ く
一

致 して い た。ブルーギ

ル の 口 径 は ，オ オ ク チ バ ス MicroPtems　salmoittes や コ

ク チ バ ス MicroPterees　dOlomieuに く らべ て 小 さ い が，そ

れ で も 口 径 が 許す か ぎ り魚を捕食す る と考え られ る 。
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Fig ．4　Relationship　between　the　final　standard 　length　of

　 bluegM 　and 　the　total　body　weight 　of　Japanese　minnow

　 Pseudorasbora　parva　cDnsumed 　by　bluegM．　Regression

　 equation 　is　Y＝＝　− 3．41 ＋0．49X （r＝0．760，　P く O．02，　n

　　＝10，Y ＝total　body 　weight 　of　Japanese　minnow 　con −

　 sumed 　per　day，　X ＝final　SL 　of 　bluegill），Data　for　blue−

　 gill　that　consumed く 2　Japanese　minnow 　are　excluded ．

　 日本 に お い て ブ ル
ーギ ル は，ゲ ン ゴ ロ ウ ブ ナ Cams −

sius　cuvieri，ヨ シ ノボ リnc　Rhinogobitss　spp ．な ど の ハ ゼ

類 ，オ オ ク チ バ ス な ど の 仔 稚魚を捕食す る こ とが報告さ

れ て い る
1・12・T／1，15｝。ブ ル

ーギ ル に よ る モ ッ ゴ の 捕食は 報

告 さ れ て い な い が，東 D
に よ る と長 崎 県 の 川 原大池 に お

い て，ブル
ーギ ル とオ オ ク チ バ ス の 侵 入 後，モ ッ ゴ ，カ

ワ ム ツ ZaCCO　temminckii ，ウキ ゴ リ 〔｝ymnogobius　urotae−

nia ，メ ダカ Oiyzias　latipesな どが 激減した とい う。遊

磨 ほ か
4〕は，滋賀県大津市 の 瀬 田 月 輪 大 池 に お け る 12

年間の生物学実習調査の 結果 を公 表 して い る。そ れ に よ

る と，1984年 に 約 2，70e 個体採 捕さ れ，約 3万 個体生

息 す る と推 定 され た モ ツ ゴ が，3年後に は 6 個 体 しか採

捕 さ れ ず ，1991−1995 年 に は 1個体 も確 認 さ れ ず に，

ほ ぼ 消 失 した とい う。一
方 ブ ル

ーギ ル は，1984 年 には

8，600個体ほ ど生息 して お り，3年後 に は 約 2 万 個体 に

増え て い る。こ の 池で は 1988 年以降，オ オ ク チ バ ス も

移 入 され た が，モ ッ ゴ の 激減はオ オ ク チバ ス の 移 入前 に

生 じて お り，ブル
ー

ギル に よる モ ッ ゴ 卵 の 捕食や 餌 を め

ぐ る競争が モ ッ ゴ の 減少をもた らした の で は な い か と推

察 され て い る。本 研 究 の 結果 に よ れ ば，ブル
ーギ ル に よ

るモ ツ ゴ 幼 魚 や 成 魚へ の捕食 もま た そ の 減少 に 大 きな影

響 を与 えた と考え られ る。

　北米の 湖 沼 で は 通 例 サ ソ フ ィ ッ シ ュ 科な どの 昼 行 性 で

魚食性 の 淡水 魚 が 何種 も生息 して い る。16〕その 中で ブ

ル
ーギ ル に よ る魚食性 は 強い とは 考 え られて い な い が ，

そ の 理 由 はバ ス類な どの 他の 魚食魚が い る場合に は ， ブ

ル
ーギ ル は それ ら との 競争を避けて ，魚以 外の 餌 を摂食

す る か らで あ ろ う。日本の 湖沼に お い て ，ブ ルーギ ル の

胃 内 容 物 に魚 類 が 占め る割合 は 高 くて も 25％程 度 で あ

る。12〕 した が って，ブル ーギ ル が 魚類 だ け を捕食す るの

で は な い こ とは 明 らか で あ る。と くに，ブ ラ ヅ ク バ ス 類

と共存す る場 合 に は ，ブル
ーギ ル が 魚 類 を 捕 食 す る割 合

は 小 さ い で あ ろ う。しか し，日本 に お い て モ ツ ゴ な どの

在来魚 と外来魚 と して ブ ル
ー

ギル だ け が 1 つ の 湖 沼 で

活動 す る と，ブル
ー

ギル に よ る 魚食性 が顕在化 し，在来

魚に 大 きな被害 を与 え る と考 え られ る 。

　ブル
ー

ギル が も っ と も早 く侵 入 した 湖 沼 の 1 つ で あ

る琵 琶 湖で は ，当初ブ ル
ーギ ル は ス ジ エ ビ や ヌ マ エ ビ な

どの 大 型甲殻類を 中 心 に 摂食して お り，そ れらを主 に 食

べ る生態的地 位が 空 い て い た た め に増 加 した と考 え ら れ

た 。2）こ の 場合に は ，ブ ル
ーギ ル に よ る他魚種 へ の 影響

は小さか っ た と考 え られ る 。 しか し，琵琶湖に お い て 大

型甲殻類が 捕食 され 尽 くす と，ブル
ーギ ル は プ ラ ソ ク ト

ン や 水 生 昆虫 を中 心 に捕食す る よ うに な り，卵 や仔 稚 魚

へ の 捕食 も行 わ れ た。14） 日本 に 侵入 し た ブ ル ーギ ル は ，

そ の 個 体数 の増加 と餌 とな る無脊椎動 物 を 食い 尽 くす こ

とに よ っ て ，ま す ま す 他 魚種 へ の 競 争圧 や 捕食圧 を 強

め，在来魚の 個 体 数 の減少や 絶滅 を もた ら して い っ た の

で あ ろ う。

　 本実験 に お け るブ ル
ーギ ル に よ るモ ツ ゴ の 捕食量は 最
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ブ ルーギ ル に よ るモ ツ ゴ の 捕食 737

大で 1 日当た り 5，8g で あ り，ブル
ー

ギ ル の 体重 の 5．6

％ で あ っ た 。 私 た ち の 実験 で は ブ ル ーギ ル に対 して捕

食可 能 な モ ッ ゴ を か な らず し も十 分 に 与 え て い な い の

で，捕食量 に つ い て の 推定値は 過小評価 され て い る可 能

性が あ る。しか し，ブル
ー

ギル の捕食が仔稚魚や 幼魚に

向け られ た 場合，上述 した 捕食量だ けで も在来魚に と っ

て は 大 きな 脅威に な る と考 え られ る。

　 日本 の 在 来 魚 に は，ブ ラ ッ クバ ス 類 や ブル
ー

ギ ル の 影

響 を うけ や す い 魚 種 と うけ に くい 魚 種 が い る と推 察 され

る 。 高橋
17）は 宮城 県 の 伊豆 沼 ・内 沼 に お い て オ オ ク チ

バ ス の 侵 入 後 ，ウ グ イ 丁励 oめ面 η 加 勧 η 6鋸 露 や コ イ

CyPrinas　carpio は 顕著 な 減 少 傾 向 を 示 さ な か っ た が，

モ ッ ゴ や タ ナ ゴ 類 は著 し く減少 し た こ とを 報 告 し て い

る。先 に 述 べ た よ う に，東
1）も長 崎県 に お い て オ オ クチ

バ ス とブ ル
ーギ ル の 侵 入 後 に ，チ チ ブ Tridentiger　ob −

scums や ゴ ク ラ ク ハ ゼ Rhinogobius　giurinwsの 個 体 群 は

維持 され て い る もの の ，モ ッ ゴ な どの コ イ科 魚 類 が ほ と

ん ど消失 した こ とを 明 らか に した 。 ブ ル
ーギ ル だ け の 侵

入 に よ っ て モ ッ ゴ が 激減 した事例
4〕と併せ て 考 え る と ，

モ ツ ゴ はサ ン フ ィ ッ シ ュ 科の 外来魚の 影響を うけ や す い

魚種で あ る と判断され る。モ ッ ゴ は 止 水性の 水域の 中底

層を利用 し，遊泳 の 仕方も断続的 で ある 。

18〕体高 もフ ナ

類 や タ ナ ゴ類 に 比 べ て 小 さ く，1Y｝ブ ラ ッ ク バ ス 類 や ブ

ル
ー

ギ ル に と っ て 捕食 し や す い と推察 され る。日 本の 湖

沼の 優先種で あ っ た モ ツ ゴ 類 は 外来種の 影 響 もあ っ て 減

少 し て お り，1・4・17〕モ ッ ゴ と類 似 した 体型 を もつ シ ナ イモ

ツ ゴ Pseudorasbora　Pumiia　Pumilaや ウ シ モ ツ ゴ Pseu−

dorasbora　Pumila　subsp ．は 希少種 とな っ て い る。20・21）モ

ッ ゴ 類の 生息地の 保全 に あた っ て は，ブ ル
ーギ ル な どの

外来魚 が放流され る こ とが な い よ うに 注意 す る と と も

に，侵入 した 外来魚の 駆除が 必要で ある。
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日本水産学会誌掲載報文要旨

鹿 児 島湾産 ア 力力マ ス の 年齢，成長 および年級群組成

　 　　　　 　　 増 田育 司，酒 匂貴 文，松 下 　剛，白石 哲朗，

　 　　　　 　　 切通 淳一郎，神村祐 司，小澤貴和 （鹿大水 ）

　 鹿 児 島 湾 産 ア カ カ マ ス 1631 尾 の 耳 石 横 断薄 層切 片 を も と

に，本種 の年齢 と成 長 を検討 し た 結果，縁辺成長率の 経 月変化

お よび優 勢 な い し劣勢年 級群 の経年 出現状況 か ら，用 い た耳石

輪紋 （不 透 明帯 内縁）は年輪 であ る こ とが立証 され た。6 月 1

日 を 誕生 日 と仮定 して，輪紋数 に 応 じて個体毎 に年齢 を割 り振

り，Bertalanffyの 成長式 を 当て はめた結果，雄は L广 304，6｛1
− exp ［

−O．433 （t＋ 3，385）］｝，　雌は L ，
＝337．5｛1− exp ［− 0．421

（t＋ 2．972）］｝で表 さ れ た 。 両式 は 有 意に 異 な り，い ず れ の 年

齢に お い て も雌 は雄 よ り大 きい 体サ イズを示 した 、最高年齢 は

雄 で 11 歳，雌 で 8 歳 で あ っ た。

　 　　　　 　　　 　　　　 H 水誌，69 （5），709−716 （2003）

同
一

環境下 で 継代飼 育 された ア ユ Ptecoglossus　altivelis 　3 品

種間に お け る 温度適 応力の 差異

　　　　 岡部正也 （高知内水漁セ ），関　伸吾 （高知 大農），

　　　　 西山 　勝 （高知宿毛漁指），桑原秀俊 （高知 水試），

　　　　 佐伯　昭 （高知内水 漁セ ），山 岡 耕作 （高知 大農）

　由来 の 異 な る ア ユ 3 品 種 205〜220 日齢魚 を用 い ，異 な る馴

致温度 に 対 す る耐 性 温 度 を指 標 と して 温 度適応力を比較 した。

耐性温 度 には 品 種 問 で 明 らか な 差 異 が認 め られ ，15〜23℃ に

馴致 した 場 合の 臨界 最高 ・最 低 温 度 の 平 均値 は，海 系 29．7〜

32．2℃，2．5〜6．0℃，琵 琶 湖系 28．7〜31．7℃，2．3〜5．3℃，瀬 戸

川産 人工 陸封 型29．7〜33．0℃，1．7〜5．0℃ お よび 初期致 死温 度

か ら算 出 した 温度 耐忍 領域 は海 系481 ℃ z，琵琶 湖系 415℃ 2，

瀬 戸川産人⊥ 陸 封型 517 ℃ u
とな っ た 。こ れ ら 3品種 は，孵化

後 同
一

環境下 で飼育 して き た こ とか ら，ア ユ の 温度適応 力に は

品種差 が存在 す る こ とが示 唆 され た。

　　　 　　　　 　　　 　　 日水 誌 69 （5），717 −725 （2003）

日本産 ア イナ メ科 魚類 7種 の mtDNA の PCR −RFLP 分析 に

よ る種 判別

　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　杉卩本 　　卓　（1ヒ水研）

　日本 周辺 に分布 す る ア イ ナ メ科 7 種 （ア イナ メ，ク ジ メ，

ス ジア イナ メ，ウ サギ ア イナ メ，エ ゾア イナ メ，ホ ヅ ケ，及 び

キ タ ノホ ッ ケ ）の PCR −RFLP 分 析 に よ る 種 判別 法 を 検 討 し

た。成 魚筋 肉 か ら DNA を 抽 出 し，　 PCR 法 に て ミ トコ ン ド リ

ァ DNA の 12S　rRNA −16Sr　RNA コ
ー

ド領域 を 増 幅 し て 塩 基

配列 分 析 を行 っ た。7 種を判 別で きる制限酵素を 検索 し，PCR

産 物 を 制 限 酵 素 消化 し 電気泳動 を 行 っ た 。
Ddel

，　DPnll，　MsPl

の 3 種 類の 酵 素の 切 断型 か ら得 られ た ハ プ ロ タ イ プの 違 い か

ら，7 魚種 を遺 伝子 レベ ル で判 別 で き る こ とが示 唆 され た。

　　 　　　 　　　　 　　　 日 水誌 69（5），726−732 （2003 ）

実 験水槽 に お け る ブル
ーギル に よるモ ツ ゴの 捕食

　　 　　　　 片野 　修，中村智幸，山本祥
一
郎 （中央水研）

　水 槽内 で ブル
ー

ギ ル に捕食 さ れ るモ ッ ゴ の 個体数 お よび 最大

体 長 を 調 べ た、初 期 標 凖 体長 が 2．5〜7．9cm の 生 きた モ ッ ゴ

15個 体 と，標 準体 長 5．7〜14．3cm の ブ ル ーギ ル 1個体を 水槽

に収容 し，ブル
ーギル に よる モ ッ ゴ の 捕食 を 10 日間調 べ た。

体長 5，7cm の 1 個体 を 除 くすべ て の ブル ーギル が モ ッ ゴ を捕

食 した。ブル
ー

ギ ル に 捕食され た モ ツ ゴ の最 大体長 お よび 総重

量 は ブ ル
ー

ギ ル の体長 と相関 し，1 個体の ブル ーギ ル は最大 で

1 日あ た り 5，8g （ブル
ー

ギ ル の 体重疏）5．6％）の モ ッ ゴ を捕食

し た。　　　　　　　　　 日水 誌，69 （5），733−737 （2003）

第
一

卵割阻止 処 理 に よ るサ クラ マ ス の 四 倍体誘起 に伴 う発生異

常

　　阪尾 寿 々 ，藤本貴史，田中　稔 （北大院水），

　　山羽悦郎 （北 大 フ ィ
ー

ル ド科セ ），荒井克俊 （北大院水）

　染 色体操作 に お い て 第
一卵割阻止処理胚の 生残率は 極端 に 低

い こ とが知 られ て い る 。 本 研 究で は 四 倍体誘起個体が 死 亡 す る

原因 を 細 胞 学 的 に 解 明す る こ と を 目的 と した。通常 受精後 10

℃ の 水 温 条 件 下 で 培 養 し，第
一
卵割 を 阻止 す る 目的で 受精 後 5

時間 か ら 7 時 間 に，700kgfcm2 ，7 分間の 圧力処理 を 施 した。

処理 胚 で は，初 期 卵 割 期 に分 裂異 常，胞胚 期 に 無核細胞，発眼

期に 異 数体 お よ びモ ザ イク個体の 出現が 認め られ た。こ れ らの

異常胚 出現が 四倍体誘起胚 の生残率 を低下 させ る原因で あ る と

考え られ た。　　　　　　 日水誌，69（5），728−748 （2003）

琵琶湖ア ユ 沖す くい網漁業 の漁船規模 に階層性 を考慮 し た場 合

の 漁 業 管理 に 関 す る理 論的研究

　　　 劉 　　穎，桜 本和 美，北原　武，鈴木 直樹 （東水 大 ）

　琵 琶 湖 の ア ユ 沖す くい 網漁業 を例 と し，漁船規模 に 関 し，馬

力 数 の 低 い 方 か ら順 に階層 1，階層 2 お よび 階層 3の 3階層 が

存在す る場 合の 漁業管理問題を理論 的に 検討 し，純利益 を非 協

力 動的ゲ
ー

ム 問題の 解 として 求めた。シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ソ に よ り

上 記 解の 挙動を 調べ た結果，  初 期資源 尾数が 低い と きは階層

1 の 純利益 が 多 く，初期資源尾数の 増加 に伴 い よ り高 い 階層 の

純利 益 が 増加す る ，  推定 さ れ た 10年 間 の 初 期 資源 尾数 に対

す る 総純 利益 は階 層 2 が 最 も多 い ，  階 層 3 の 漁 業 者数が 増

加 す る に した が い ，全体の 純利 益 は 減 少 す る，等が わ か っ た 。

　　　 　　　　 　　　 　　 日水 誌 69（5），749−756 （2003）

人工 種苗生産 ブ リ仔稚魚 に おける タウ リン含量の 変化お よび 天

然稚 魚と の比 較

　　 松成宏 之，竹 内俊郎 （東水大 ），村 田 裕 子 （中央 水研 ），

　　 高橋　誠，石 橋矩 久 （日栽 協 ），

　　 中m 　久，荒 川敏 久 （長崎 水 試 ）

　異 な る餌料 系列を用 い た種 苗生産過程 に お け る ブ リ仔稚魚お
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