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東シナ海産クロエソ Sαuridαumeyoshiiおよび対馬海峡産トカゲエソ
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Study on the fisheries biology of lizardfishes， Sαuridαumeyoshii in the 
East China Sea and Sαuridαelong，αtαin Tsushima/Korea Strait 

Takeshi SAKAI 

Abstract : The lizardfishes Saurida Spp. are commercially important to the J apanese trawl-

fisheries， and are utilized as surimi or fish cakes "kamaboko" in J apan due to its high meat 

yield， and high gel forming ability. 

1n recent years， stock levels of lizardfish have been low in the East China Sea similar to 

other demersal fishes. The J apanese large pair trawl fishery catch per unit effort of lizard但

fish in the East China Sea in 2006 was 9 % of that in 1982， and the landing of lizardfish from 

Japanese large trawl in the East China Sea decreased from 8585 metric tons in 1982 to 23 

metric tons in 2006. Similarly， in the Tsushima/Korea Strait the landing of lizardfish from 

the J apanese offshore trawl also decreased by about 30 % between 1973 and 2006. Lizard-

fishes are commercially important to the J apanese trawl fisheries， assessment of lizardfish 

stocks and establishment of fishery management guidelines are urgently needed. The pur-

pose of the present study is to update information on the biological characteristics， for for-

mulating management proposals on the fishery in the East China Sea and Tsushima/Korea 

Strait. 

1. To reveal the age and growth of the lizardfish， Saurida umeyoshii specimens collected 

from the East China Sea during the period from April 1998 to April 2000 were studied 

using polished thin sections of otolith. A total of 1052 individuals， ranging in size be-

tween 118 and 454mm fork length， were examined. The frequency of the appearance of 

the translucent band on the outer margin of the otolith and monthly changes in margin-

al growth increments indicated that ring marks (outer edge of translucent zone) were 

formed once a year between December and抗arch.The von Bertalanffy growth curves 

were expressed as 

Males:FLt=421.7 [1-exp 1-0.162 (t +1.24)1J. (1三t:::;8) 

Females : FLt = 489.4 [1-exp 1-0.160 ( t + 0.95 ) 1 J. (1さ t三10). 

2. Sexual maturity， annual reproductive cycle， and batch fecundity of the lizardfish， Sau-

rida umeyoshii， were examined in specimens col!ected from the East China Sea between 

April 1998 and April 2000. The minimum FL at sexual maturity was 180 mm in males 

and 228 mm in females. Females with mature and spawning stage ovaries were col!ected 

between April and December， majorly between June and September when the mean go-

nadosomatic index was also high. This indicates that the spawning season extends from 

April and December， mainly from J une and Sept 

2008年12月22日受J:!ll(Received on December 22. 2008) 
*l 九州大学若手査学{立論文 (投稿に際し投稿規定に沿って一部修正した)

*2 西海区水E震研究所 千851-2213 長崎市多以l'tll汀1551-8(Seikai National Fisheries Research Institllte. 1551-8 Taira. 2'Jagasaki 851-2213. ]apan) 



2 Takeshi SAKAI 

postovulatory follicles continued to degenerate and disappear until the most advanced 

oocytes attained the migratory nucleus and mature stage， suggesting that this species is 

a multiple spawner. Time course sampling showed that final oocyte maturation occurred 

during the daytime and subsequent ovulation occurred in the evening. Batch fecundity 

(BF) in females with mature oocytes was related to FL (mm): 

BF = 1.70xlQ-8FL4.88 (278三FL三421).

3. To reveal the age and growth of the lizardfish， Saurida elongata， specimens collected 

from Tsushima/Korea Strait during the period from May 1999 to June 2001 were stud司

ied using polished thin sections of otolith. A total of 695 individuals， ranging in size be-

tween 189 and 478mmFL， were examined. The frequency of the appearance of the trans-

lucent band on the outer margin of the otolith and monthly changes in marginal growth 

increments indicated that ring marks (outer edge of translucent zone) were formed 

once a year between November and February. The von Bertalanffy growth curves were 

expressed as 

Males : FLt = 422.3 [ 1 -exp ! -0.202 ( t + l.30 ) f J. (1三 t三 10)

Females: FLt = 512.6 [l-exp 1 -0.157 (t + 1.45)f J. (1三 t三 11).

Our findings indicate that scale method is inadequate for age determination of lizardfish 

and it is necessary to reexamine the age and growth of J apanese lizardfish studied using 

scales. 

4. Sexual maturity， annual reproductive cycle， and batch fecundity of the lizardfish， Sau-

rida elongata， were examined in specimens collected from the Tsushima/Korea Strait 

between May 1999 and May 2002. The minimum FL at sexual maturity was 235 mm in 

males and 249 mm in females， and these were larger than Saurida umeyoshii. Females 

with spawning stage ovaries were collected between May and August， when the mean 

gonadosomatic index was also high. This indicates that the spawning season extends 

from May and August. In the spawning stage ovary， postovulatory follicles continued to 

degenerate and disappear until the most advanced oocytes attained the migratory nucle-

us and mature stage， suggesting that this species is a multiple spawner. Batch fecundity 

(BF) in females with mature oocytes was related to FL (mm): 

BF = O.00161FL298 (261三FL三:;445). 

Key W ords : lizardfish， Saurida， age， growth， reproduction 
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東シナ海は広大な大陸棚を有し大陸の大河川lから

豊富な栄養塩が流入する世界有数の漁場で， 1.000種

を超える魚類が生息している(依田ら， 2002)0 しかし

周辺国の漁獲圧が高まり，近年，特に成魚類において

資源状態が悪化してきた(持村 1998)。東シナ海を

主漁場とする以西底曳網漁業は1960年代には30万トン

以上の漁獲を維持していたが以後急減し 1970年代前

半に20万トン程度の漁獲となった。 1980年頃までしば

らくは20万トン程度の漁獲があったがさらに減少し

近年の漁獲量は数千トンである。漁場も，かつては東

シナ海，黄海，湖海の一部と広大な海域に及んでいた

が，近年では我が国周辺の陸棚縁辺域が主漁場である。

東シナ海の底魚、資源は， 日本，韓国，中固などの漁船

により長期間に渡って高い漁獲圧にさらされており，

現在の資源水準は相当低位で、あると考えられている。

東シナ海および閣辺海域においては，資源全般の適切

な管理と持続的な利用が必要であり，周辺国と連携し

た資源回復への取り組みが強く必要とされている(田

中， 1998)。

東シナ海，黄海および対馬海峡周辺海域にはワニエ

ソ，マエソ，クロエソ， トカゲエソ，コウカイトカゲ

エソ等多種のエソ類が生息し，主に底曳締漁業で漁獲

され，練り製品原料として利用されている(山田ら，

2007)。エソ類は他の底魚類に比べ身色が白く，また

ゲル形成能にも優れ高級蒲鉾の原料となるため(志水，

1976) ，重要な漁業資源として扱われている。しかし

ながら，東シナ海における以西底曳網掃、業によるエソ

類漁獲量は， 1982年には8，585トンであったものが，

2006年にはわずか23トンに激減し同漁業(2そう曳

き)のエソ類銘柄合計の CPUEは1982年にはおよそ

23 kg/網であったものが， 2006年には 2kg/網程度

に激減した。また，東シナ海と接続する対馬海峡周辺

は，黒潮起源の高塩分水や長江起源の低塩分水が混在

して流入し水深100m前後の砂質底が広がる好漁場

となっているが，この海域で行われている 2そう曳き

沖合底曳網漁業でもエソ類の水揚げが減少し 2006年

のエソ類銘柄合計の水揚げ量は， 1976年の水揚げ最の

およそ9%となっている。このため，これら魚種につ

いても資源の現状把握と回復が強く求められている。

これらの資源の現状把握と管理には，年齢，成長，

成熟，産卵，分布，回遊，被捕食関係等，基本的な

生物情報が不可欠である。また生態学的に見ると，

エソ類は魚食性が強く(岡田・久新， 1955; Hayashi 

et al.， 1960;工藤・通山， 1963)，ハモ類と並んで東

シナ海底魚類の中では最高位の捕食者であり，食物関

係を通じて多種に与える影響は大きいため(三尾ら，

1984) ，群集生態学的にも，エソ類に関する生物学的

な情報の整備が重要であると考えられる。

かつて東シナ海で漁獲されるエソ類の多くは陸棚

上に多く分布するワニエソであった(岡田・久新，

1955)が，新日中漁業協定以降，漁場が陸棚縁辺域へ

収束してきていることに伴い，以西底曳網漁業におい

ては，陸棚縁辺域を主分布域とするクロエソの重要性

が高くなっている(山田ら， 2007) 0 しかしながら，

クロエソについてはかつてマエソと混同されていたこ

ともあり，資源生物学的基礎情報がほとんどなかった。

またトカゲエソについては対馬海峡周辺で沖合底曳網

漁業によって多量に漁獲されており，同海域のエソ類

の中でも重要種でありながら，近年までコウカイトカ

ゲエソと同種として扱われており資源生物学的な情報

は不足していた。さらに，エソ類に関する知見は，分

類の混乱に加え，信頼性に欠ける年齢形質の使用等の

問題もあるため，再考の余地のあるものも多い。

また，基礎的な生物情報が把握されている東シナ
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海周辺海域の多くの魚種について，資源量の減少に

伴うと考えられる生物学的，生態学的変化が明らか

となっている(堀川・山田. 1999) 0 .PJ、西底曳網漁業

によって漁獲されるワニエソ，タチウオ，シログチ，

キグチ，マダイおよびキダイでは，資源の減少に伴い

漁獲物の体長組成が変化し大型個体が減少している

(大滝. 1980) 0クログチ，キグチでは向年齢群の大型

化が見られ(佐藤. 1974;三尾ら. 1975). 一方キダ

イでは開年齢群の小型化が報告されている (Okiand 

Tabeta. 1998) 0生殖，産卵に関しでも生物学的変化

は起こっており，ワニエソ(山田ら. 1965;山田，

1968) .キグチ(三尾ら. 1975;大滝・庄島. 1978). 

アカアマダイ(築山・多部田. 1997). ウマヅラハ

ギ(杉浦・多部田.1998). キダイ (Okiand Tabeta. 

1998) . コウライマナガツオ (Buoyら.1998). タチ

ウオ(山田. 1971;呉・多部凹. 1995)等で¥産卵期

の長期化.最小成熟体長の小型化，成熟年齢の低ド，

J洋成熟率の上昇，卵巣重量や抱卵数の増加等多くの現

象が報告されている。クロエソ， トカゲエソ等につい

てもこれらの変化が想定されるため，年齢，成長，成

熟，産卵等の生物情報をモニタリングすることが必要

であるが，そのためにも，生物情報の基礎的知見の確

立が急務である。

このように，漁業活動によって個体数が大きく減少

すると個体群の生態が変化することは以前から知られ

ており，この生態の長期的変化は，環境の変化による

補償作用と遺伝的な変異によるもの，二つの要国が

関与していると考えられている (Rijnsdorp. 1993) 0 

補償作用に関しては，一般に，個体数が減少する

と餌環境が改善され，その結巣成長は早くなること

が知られている (Rijnsdorp.1993)。したがって早期

に成熟サイズに達することになり，成熟年齢は低下す

る。また成魚で、は再生産へのエネルギー投資が大きく

なり，卵数の増加，卵径の増大などの現象が見られる

(Heino and Kaitala: 1999) 0環境が元に戻ればこのよ

うな補償作用による生態変化も元の状態に戻ると考え

られている。

一方.遺伝的な変異はより深刻な現象である O 近年，

漁業による淘汰は急激な種の進化的変化を引き起こし

ていることが指摘されている O 一般的に，死亡率が上

昇すると性成熟の早い遺伝子が選択的に残り，繁殖努

力は培大する(Jorgensen et al.， 2007) 0高い淘汰圧

によってほんの数世代で多数の形質の遺伝的変異が起

こることが人工飼育実験から分かつており (Reznick

et al.， 1990)，また天然でも環境変化だけでは説明の

つかない急激な成熟特性の変化が起こっていること

が明らかとなった (Olsenet al.， 2004; Y oneda and 

W right. 2004; J orgensen et al.. 2007) 0乱獲によって

いったん大きな遺伝的変化を起こした個体群は繁殖に

関わる遺伝的多様性を失っており，漁獲圧が軽減され

ても資源の護活は困難になると考えられている (Olsen

et al.. 2004) 0 漁業が遺伝的特性に与える影響を明ら

かにするには，漁獲，生物情報等.高精度の情報を収

集，蓄積することが必要で、ある O 乱獲によりいったん

マダラ資源が枯渇したカナダ沖や，複数国の漁業によ

り長年にわたって高い漁獲圧がかけられてきた北海に

ついては長年にわたって資源評価，管理がなされてき

ており，またそれらに必要な漁獲情報，生物情報も高

度に整備されている O

東シナ海周辺海域では，このような生物特性の変化

は，これまでは主に補償作用によるものと考えられて

おり，遺伝学的な検討はなされていないが，東シナ海

の底魚、資源に起こっている生態の長期的な変化は，遺

伝子組成の変化に起因するものである可能性が考えら

れる。こういった生物特性の長期的変化を捉え，また

変化の要因を検討するには，北海のように年齢，成熟

等の基礎情報を正確に収集，蓄積することが必要であ

るO

今後，東シナ海において，国際的な資源管理の枠組

みを策定し，さらに先進的な北海に臣執するようなレ

ベルに高めるには，遺伝学的な変化の検討も可能とす

るような生物情報のモニタリング体制の構築が不可欠

である O このような，今後の一連の国際的な研究展開

の基礎として，本研究では，東シナ海産クロエソおよ

び対馬海峡産トカゲエソについて，年齢，成長，成熟，

産卵に関する特性を，その解析方法の検討も含めて詳

細に明らかにしたものである O

マ工ソ属の分類について

我が国周辺海域に分布するマエソ属 Sauridαには

いくつかの分類学的混乱が存在する O かつて我が閏

周辺にはマエソ Sαuridaundosquamis CRichardson. 

1848) .ワニエソ Saurid，αtumbilCBloch， 1795)， ト

カゲエソ Sauridaelongata (Temminck and Schlegel. 

1846) の3種が分布するとされてきた(松原，

1955)0 これらは分布域が重複しており，また種の

標徴となる形態的特徴に乏しいこともあり(町田，

1988) .重要な漁業対象種であるにも関わらず分類学

的な再検討がなされないまま扱われてきた。しかし

ながら，近年の形態学的，遺伝学的な研究により，従

来マエソとトカゲエソとして取り扱われたもののなか

に，それぞれについて別種で取り扱うべきタイプの存

在が指摘される等いくつかの分類学的な再検討が行わ
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れている。

従来，我が国の標準和名でマエソとされてきたも

のには，分布域や形態が異なる 2型が存在することが

明らかとなった(山田・池本， 1979;山田， 1986)。

この 2つの形態型にはアイソザイム分析 (Yamaokaet 

al.， 1989)や，筋柴蛋白等電点電気泳動f象による分析

(夏苅， 1997) により，種レベルの遺伝的差異がある

ことが報告された。一方それまでマエソにつけられ

ていた Sauridaundosquamisはオーストラリア産の

標本をもとに記載されており，我が国周辺海域のい

わゆるマエソとは側線鱗数や体色等が異なっていたた

め，マエソとクロエソに当てはめるべき学名に関しで

も不確定な状態となっていた(山田ら， 1992;山田，

1993 ; 2000) 0 

Inoue and Nakabo (2006) はこれらについ て

分類学的な整理を行い，マエソには従来 Saurida

undosquamisのシノニムとして扱われていた Saurida

macroleρis (Tanaka， 1917) を，クロエソには新た

に新種として記載し Sauridaumeyoshii (Inoue and 

Nakabo， 2006) をあてることとした。本研究ではこれ

に従い， 100m以浅に分布し尾鰭上縁に黒色点列がな

いか，あっても輪郭がぼやける，また腹部が白いもの

をマエソ， 100m以深に分布し尾鰭上縁に顕著な黒

色点列をもち腹部が黒味を帯びるものをクロエソとし

て取り扱った。

従来，Saurida microleρis (Wu and Wang， 1931) 

はトカゲエソ Sauridaelongataのシノニムとされてき

たが，花測(197l)はトカゲエソの中に脊椎骨数や側

線鱗数の異なる 2つのグループを認め，これらの形

質の数値の小さいグループは南方寄りに，大きいグ

ループは北方寄りに分布することを明らかにした。

その後の形態学的観察の結果，山田ら (1992) は前

者を Sauridaelongata (トカゲエソ)としての学名を

あて，後者を SauridamicrolePis (コウカイトカゲエ

ソ)とするのが妥当であるとした。一方，遺伝学的研

究からは明瞭にこれらを別種として区別できる結果は

得られておらず(西田ら， 1996)， トカゲエソとコウ

カイトカゲエソを別の独立種として扱うのが適切かど

うかという点にはまだ開題が残されている。しかしな

がら， トカゲエソとコウカイトカゲエソは，隣接した

海域で採集された個体に複数の体質的形質に明確な差

異があることや生殖が隅離されていることにより，生

態的には別種として取り扱った方が妥当と判断した。

そこで本研究では，山田 (2000)に従い，側線鱗数59

-65，脊椎骨数56-61(通常59)のものをトカゲエソ

Saurida elongata，側線鱗数64-70，脊椎骨数61-67

(通常63-64)のものをコウカイトカゲエソ Saurida

microleρisとして取り扱った。

ワニエソはかつて Sauridatumbilが学名としてあ

てられていたが，これとは別種であることが指摘され，

新種 Sauridaωanieso(Shindo and Yamada， 1972) と

訂正された。

また我が国周辺のマエソ属には，マダラエソ

Saurida gracilis (Quoy and Gaimard， 1824)，ウチウ

ミマダラエソ Sauridanebulosa (Valenciennes， 1849) 

(鈴木ら， 1995)，コソデエソ Sauridamicroρectoralis 

(Shindo and Yamada， 1972) (宮原ら， 2002)の3種

も含まれるが，これらは奄美，沖縄，小笠原の沿岸を

主な分布域としており，積極的な利用はされていない。

第 1章 東シナ海産ク口エソの年齢と成長

目的

クロエソは高知沖および九州沿岸から台湾に至る海

域の水深100-200mの陸棚縁辺域砂泥底に生息する

エソ科魚で，他のエソ類と同様に高級練り製品の原料

として利用されている(山田ら， 2007)ため， 日本で

は重要な漁業資源として取り扱われている。本種は東

シナ海のマエソ属魚類の中では最も深みに分布してい

る。近年，以西底曳網漁業の漁場が陸棚縁辺部に収束

してきたことにより，以西底曳で漁獲されるエソ類の

中での本種の都合は増加している(山田ら， 2007)。

東シナ海でのクロエソは主に以西底曳網漁業によっ

て漁獲されている O 以西底曳のエソ類漁獲量は， 1982 

年には8，585トンであったが， 2006年にはわずか23ト

ンに激減している。また以西底曳網漁業(二そう曳

き)のエソ類銘柄合計の CPUEは1982年にはおよそ

23 kg/網であったが， 2006年には2kg/網程度へと激

減している O これは近年以西底曳の漁場が陸棚縁辺

域に収束し，主として陸概域に分布するマエソやワニ

エソの漁獲が減少したことも一因であると考えられる

が，周辺各国による高い漁獲圧が大きく影響している

と考えられる(塚本・山本， 2007)。

キグチ，シログチ，ハモ，マナガツオ類，カレイ類

等，以西底曳で漁獲される底魚類のうち主な分布域が

我が国 EEZ外にある資源は，全てが低水準である。

エソ類も同様で，我が国の漁獲努力量の著しい減少に

も関わらず，依然として資源状態は悪い。本海域の資

源を持続的に利用していくためには周辺国による適切

な資源管理が必要である。資源管理には，年齢，成長，

成熟，産卵，分布，閤遊，被捕食関係等，基本的な生

物情報が不可欠であるが，エソ類に関しての分類学的

な問題も影響し本積は水産重要種であるにも関わら
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ず，資源生物学的情報の整備は立ち後れていた。 輪紋構造は観察されたものの，特に大型僧体で外縁部

本章では，東シナ海産クロエソの資源の評価や管理

を行うために必要なt情報となる年齢，成長に関する資

源生物学的諸特性をその解析方法も含めて詳細に検討

し明らかにすることを自的とした。

材料と方法

1998年4月から2000年4月にかけて以西底曳網漁加

によって東シナ海で漁獲され，長崎もしくは福岡に水

揚げされたクロエソおよび，第 1・第 2・第21.第22

山田丸，第 1.第 2長運丸，海邦丸，熊本丸，陽光丸，

但ナi'I丸の各船で得られたクロエソ計1.052個体を用い

た (Table1 ; Fig. 1) 0 

供試魚、は，生鮮状態で，尾叉長 (FL)，体重，内臓

除去重量 (BW)，生殖腺重量の測定を行った後，耳

石(覇平石)を摘出し， 70%エタノールで保存した。

尾叉長は，体長測定板を用いて1mm単位で計測した。

各重量の測定については，陵上ではデジタル重量計を

用い，体重および内臓除去重量を1g単位，生殖腺重

量を0.1g単位で測定した。船上では竿秤を用い，体

重，内臓除去重量および生殖腺重量を1g単位で測定

した。

年齢形質として，耳石，鱗，椎体を予備的に観察し

たところ，鱗は，同部位から採取した鱗によって輪紋

の形成状況が異なっており，輪紋も不明瞭で年齢形質

としては不適であると判断した。また椎体においては，

の輪紋が不明瞭で.また椎体径も同サイズの他魚、種と

比べ小さく，読み取りが困難で、あった。耳石は，その

ままで、は縁辺部の輪紋構造が明瞭で、なかったが，矢状

切片標本を作製し観察したところ明瞭な輪紋が観察さ

れた。このため本研究では耳石を年齢形質として用い，

観察，測定を行った。

耳石はスライドガラス上でエポキシ樹脂に包埋し，

400~ 1.000番の研磨、紙で耳石の成長起点が明瞭になる

まで矢状面を研磨した。観察は実体顕微鏡および万能

投影機で10倍に拡大し，反射光下で、行った。耳石の矢

状断面にはi幅の広い不透明帝と幅の狭い透明帝が交互

に観察された (Fig.2) 0 このため，標示を透明帯外縁

と規定し耳石の成長起点 (F)から耳石後端部まで

の車線の長さを耳石長(R， mm)， Fから各標示まで

の長さを標示長 (rn，mm) として標示の読みとりと測

定を行った。なお，処理中に耳石が破損してしまった

儒体および標示の一部が不鮮明で、あった個体について

は，年齢査定の解析から徐外した。

耳石の標示形成時期は，耳石最外縁部が透明帯であ

る個体の月別出現状況と，縁辺成長率 (MIR)の月別

変化より判断した。縁辺成長率は次式により求めた。

MIR= (R -r九m肌max)

r九m山山三;最大標示の標示長 (mm)，， 

r max-l;外から 2番目の標示長 (mm)

各標示形成時の計算尾叉長は bodyproportional 

hypothesis (BPH)法 (Francis，1990) を用いて推定

Table 1. Monthly number of Saurida umeyoshii examined for each fishery statistical areas by the Fisheries 

Agency 

Fishery statistica area by 1he Fi血eriesAgency 

Yea-Month234 235 238 246 249250453462463472 474 475481484 485494496 497498505507508511 517 518527537 538Unkno'Ml To凶
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78 4 18 9 6 116 

2 11 15 

10 

65 
2 19 3 121 19 16 

6 2 4 10 

2 12 3 

6 
16 

66 
48 

1998 Jun 
1998 Jul 

1998 Aug 
1998 Sep 

1998 Oct 
1998 Nov 

1999 Jan 
1999 Feb 

1999 M訂 27

1999 Apr 100 
1999 May 

1999 Jun 
1999 Jul 

1999 Al事
1999 Sep 

1999 Oct 43 
1999 Nov 
1999 Dec 
2000 Feb 23 

2000 Mar 17 
2000 Apr 

Total 93 100 17 

27 7
r
o
"
コ
t
f
m

、JQ
O

Q

J

局
/

ゥ
“
，
i

ウ
M
j
L

畑、J
ウ制

1
1
2
M

16 
A
斗

・

4

畑、d

q
，F
d

d

戸、J

100 
65 
181 

4s

勺/、，

n
y
r
o
o
O
勾

3

勺J
.

、，

ウ
d

胃
A

C

d

m

コ
r

O

A

パマつ
4
1
i
，

も

16 8 4 6 15 105 3 14 41 4 46 6 66 18 48 121 19 18 4 84 16 9 166 1052 



7 クロエソとトカゲエソの資源生物学的研究

8J2 • 
ζフ

-@@
 

己Y

.'J:". 

30信
(/'" 

b 

中匂r
• 40< n ・10< n豆40・O<n孟 10

• ・
@

@

.

@

 

@

@

@

 

@
・
@
・

e

@

・.@ 
@
 .@ 

@ 

132悶E
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translucent band used for ring radius measurements. 

Bar = 1 mm (F， focus; R， otolith radius). 
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した。 BPH法による計算尾叉長は以下の式により求

められる。

漁獲時の尾叉長と耳石長の関係式:

ln FL c = a + b ln R (1) 

標示形成時の計算尾叉長と各標示長の関係式:

FLn = (rn / R)b FLc (2) 

FLc;漁獲時の尾叉長 (mm)，FL n ; n標示時の

計算尾叉長 (mm)， b; (1)式の傾き

BPH法で求められた各標示形成時の計算尾叉長を

もとに vonBertalanffyの非線形成長モデルを用い，

本種の成長を推定した。 vonBertalanffy成長式の

推定には全計算尾叉長を用い，最小二乗法で当ては

めを行った。計算には KaleidaGraph 4.0 (Synergy 

Software， USA) を用いた。

結果

1. 尾叉長組成

雄305個体，雌747個体の尾叉長を測定した結果，

最小尾叉長は雄118mm， Jltt143 mm，最大尾叉長は

雄382mm，雌454mm，平均尾叉長は雄262.6mm， 

雌312.7mmであった。雌雄により尾叉長組成が異な

り，雄では82%の個体が尾叉長220~320 mm，雌で

は75%の個体が尾文長260~380 mmであった (Fig.

3)。

25 
I Male 

20 

15 

10 

5 

( ま O

〉υ、 100 
C 200 
ω20 

号ωL- ! 日male
lム 15

10 

5 

O 

2.標示形成時期

耳石最外縁部に透明帯を持つ個体は 4~7 月には出

現せず， 8~9 月には20 %以下の出現率であった。

その後急増し， 11~ 2月は60%以上の個体で耳石外

縁部が透明苦であったが， 3月には急減しその割合は

約30%となった (Fig.4)。

縁辺成長率の平均は12月に最低で、，月を追うごとに

上昇して11月が最高となった。また， 12~ 3月の標本

で最外部の標示を除外して算出した縁辺成長率は， 11

月から連続して上昇していた (Fig.5)。これらの結果

より，標示形成時期は12~ 3月と推定された。

3.尾叉長と耳石長の関係

尾叉長と耳石長は雌雄ともに高い相関が認められ

(Fig. 6)，それらの関係式は次式により示された。

雄:ln FL = 4.39 + 0.89 ln R 

(r
2 = 0.83， n = 222) 

雌:ln FL = 4.32 + 0.99 ln R 

(r2 = 0.89， n = 536) 

雌雄の関係式には傾き，切片ともに有意差が認めら

れた (ANCOVA， ρ<0.01)。このため，計算尾叉長

の算出には雌雄別々の関係式を用いた。

4. 計算尾叉長と成長式

標示の観察の結果，雄では最大9標示，雌では最大

300 400 500 

100 200 300 400 500 
日rklength (mm) 

Fig. 3. Length-frequency distribution for male and 

female Saurida umeyoshii sampled from the East China 

Sea. n， number of fish examined 
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Fig. 4. Monthly changes in the frequency of appearance of a translucent 
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9 

11標示まで認められた (Table2) 0 クロエソの産卵盛

期は 6~9 月である( 2章，生殖年周期参照)。この

ため，本種の産卵盛期は標示形成時期(l2~ 3月)よ

りも半年ほど前であると考えられる。したがって，平

均計算尾叉長を，各標示数から0.5を減した年齢のも

のとみなし雌雄別に成長式を推定した (Fig.7)。雌

雄の成長式は次式により示された。

雌:FL  t = 489.4 (1 -e -0.1596 (什 0948))(1三 t::; 10) 

雄:F L  t = 42l.7 (1 -e 0.1616 ( t十 1238))(1 ::; t ::; 8) 

5. 内臓除去体重と尾叉長の関係

内臓除去体重と尾叉長の関係は以下の式で表され，

雌雄の関係式には有意差が認められた (F-test.ρ<

0.01) (Fig. 8)。

雄:BW= 0.516xlO-5FL308(r2立 0.92.n = 305) 

雌:BW= 0.358x 10-5 
FL  315(r

2 = 0.97. n = 747) 
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Table 2. Mean back-calculat巴dfork lengths (FLi， mm) at each ring group for Sαurida umeyoshii from the East 

China Sea ( i. number of ring mark; n， number of fish examined ) 

Back calculated length 

FL1 FL2 FL" FLl1 F工10FL9 FLs FL7 
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Fig. 7. von Bertalanffy growth curve for male 

and female Saurida umeyoshii. Circles are the 

back-calculated fork length at ring formation. 
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考察

本研究ではクロエソの耳石外縁部における透明帝の

出現状況と縁辺成長率の変化から，耳石の標示は年一

回， 12~ 3月に形成されると考えられた。このため標

示を年輪と規定し雌雄の成長式を求めた結果，クロ

エソの最高年齢は，雄で8歳，雌で10歳となり，雌は

雄に比べ寿命が長く，成長も良いと考えられたo von 

Bertalanffyの成長曲線から推定される最大到達体長

は雄421.7mm，雌で489.4mmであった。雌の成長が

雄に比較して良いという結果は他のエソ類にも見られ

る。また，尾叉長組成からも，雌の方が大型になるこ

とが示唆された。

過去日本近海のマエソ属の研究 (Table3) におい

て観察された最高年齢は，東シナ海産マエソ，ワニエ

ソ， トカゲエソで雌雄ともに 4歳(相J11ら， 1949)， 

紀伊水道域のマエソで雄 2歳，雌 3歳(多々良，

1953 ;阪本， 1977)，瀬戸内海のマエソで雄 3歳，雌

4歳(多々良， 1965)，紀伊水道のトカゲエソで雌雄

ともに 4歳(高尾， 1953)であった。また東シナ海，

黄海産ワニエソの寿命は雌雄ともに 5~6 歳であろう

と推定されている(岡田・久新， 1955) 0 これらの知

見は今回明らかにしたクロエソの成長に比べて，成長

が速く，寿命が短い傾向が顕著で、ある O これは海域や

種の栢違による成長速度の違いであるとも考えられる

が，むしろ年齢形質に鱗を使用したためであると推定

されるO

近年，年齢形質としての鱗の信頼性については疑

問が呈されるようになってきている (Beamishand 

McFarlane， 1983 ; Carlander， 1987 ;渡蓬， 1997)。年

齢組成や体成長速度の推定は 水産資源の解析におい

て最も重要な項目の 1つであり，推定の手法として体

長組成法，飼育法，標識放流法，年齢影質法が用いら

れている(能勢ら， 1988)。このうち魚類の年齢形質

法では，年齢形質として鱗椎体，耳石，射出骨，腿

蓋骨等の硬組織が用いられる(渡蓬， 1997) 0 鱗は魚、
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Table 3. Growth estimated for Saurida spp. and the methods of age determination from various localities by 

different authors 

Species Sampling Area 

丘 umeyos}di East China Sea 

Me血od

丘 elongata Tsushima / Korea Strait Otolith 

Otolith 

S. spp East China Sea 

S. elongata Kii Channel， Japan 

Southwest J apan 

丘wameso East China Sea/ Yel10w Sea Scale 

East China Sea/Yel1ow Sea Scale 

E描 tChina Sea Scale 

丘 macrolepis Kii Ch田mel，Jap担

Southwest Jap叩 Scale

Seto Inland Sea， Japan Scale 

丘undosquamisArab:ian Sea 
Tai.wanStrait 

Scale 

Scale 

Scale 

Scale 

South町nT田 W皿 St目立 Scale 

NOlthwest shelfof Austmlia Vertab国

Scale 
Vertabm 

丘tumbil Taiw町，Strait

ArabianSea 
East China Sea 

G叫fofTo叫丘n

Bay ofBengal， India 

Sout註町nEastα1inaSea 

Munb血， India 

Scale 

Sex offish Es註m国ed品目klength attained in nnn at each a只 References
1 4  10 II 

Male 128 172 209 241 268 291 310 327 P盟関拙 study
Female 131 184 229 267 300 328 352 372 389 404 

Male 
Fema1e 

157 205 245 278 304 326 343 358 370 379 Present study 
164 214 258 295 326 353 377 396 413 428 440 

Unsexed 162 230 293 380 

Ta主ao，1953 

Aikawa et a1， 1949 

Male 13 1 199 256 311 

Female 162 225 282 330 
Unsexed 11 0 146 190 244 296 348 384 
U回目ed 110 160 200 250 300 340 380 

Male 

Female 
Male 
Female 

Male 

Female 

Male 
Female 

Yokota， 1956 

Okada and Kyushin， 1955 152 266 362 430 474 

152 273 378 462 524 

162 267 339 399 487 
177 284 364 457 534 522 

120 223 292 

128 259 358 433 

106 171 

106 195 255 

Okada and Kyush血， 1955 

羽田mda， 1986 

Tatara， 1953 

Unsexed 100 160 210 270 340 400 450 500 Yokota. 1956 

Tatara， 1965 Male 180 230 290 

Female 200 250 310 
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147 215 293 348 

149 239 325 412 475 

176 270 340 391 434 

157 210 257 300 338 370 

166 220 276 324 366 403 435 

169 216 256 299 334 376 402 

173 225 284 327 373 419 447 

254 393 472 517 542 

147 180 211 239 264 287 

154 191 226 257 286 313 338 

123 184 238 285 326 362 394 422 

313 464 537 572 589 600 

Lee and Yeh， 1989 

T町唱曲dLi叫 1965

Budnichenko and Nor， 1978 
Yehet a1， 1977 

Yeheta1，1977 

Rao， 1984 

Tzeng et al.， 2002 

Jaiswar et a1.， 2003 

類において最も古くから一般的に用いられてきた年齢

形質である (Suzukiand Kimura， 1990;菅野.1997)が，

脱落，再生鱗の形成，体液中のカルシウム不足によ

る石灰部分の再吸収，成長停滞に伴う鱗成長の停滞等

の問題点があり，特に高齢魚においては鱗による年齢

の過小査定が著しいという知見もある (Beamishand 

McFarlane. 1987)。一方耳石は鱗と異なり，いったん

結晶構造が形成されると再吸収されることはないと考

えられている(Jones.1992;渡遺.1997) 0 エソ類につ

いても. Lee et al. (1986)はSauridaundosquamisの

鱗と椎体とで出現輪紋数を比較し年齢が高くなるほ

ど鱗の輪紋数を過小評価する危険性が増加することを

示した。これらの理由により，過去，我が国周辺のエ

ソ類において行われた鱗による年齢査定は年齢を過小

評価していた可能性があると言える。

我が国以外のマエソ属の成長 (Table3)を見ると，

Saurida tumbilの寿命は体長組成からの年齢推定によ

り，東シナ海南部で 8歳 (Tzenget al.， 2002). ベン

ガル湾北西部で 5歳 (Rao.1984). ムンパイ沖で 6歳

(Jaiswar et al.， 2003) と推定されている O 鱗を用い

た年齢査定では，アラビア海では 8歳 (Budnichenko

and Nor. 1978). 台湾海峡では 5歳 (Tungand Lien. 

1965) .東シナ海およびトンキン湾では 7歳 (Yeh

et al" 1977) まで出現している。一方• Saurida 

undosquamisについては鱗を用いて年齢査定がなさ

れた結果，アラビア海で最高 6歳 CBudnichenkoand 

Nor. 1978). 台湾海峡では最高 8歳を示す個体が出現

し椎体での査定では台湾海峡南部の雄で 7歳，雌で

10歳 (Leeet al.， 1986). オーストラリア北西岸にお

いては雄で 8歳，雌では 9歳 (Wenet al.. 1987) を

示す個体が観察されている O このように我が国以外に

おいても過去のマエソ属の成長の推定には耳石以外の

形質が使用されており，結果に誤差を含んでいる危験

性がある。今後，マエソ属の種内および種聞において
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成長に関した比較生態学的研究を展開するためには耳

石による正確な年齢査定が必要である。

年齢は，成熟，移動，加入等に関わる重要な情報で、

(Summerfelt， 1987)，年齢査定の誤差は，資源評価や

資源管理方策に大きな影響を与える(福島.i度遅，

1990)0形質j去を用いて正確な年齢査定を行うには，

信頼性の高い年齢形質の使用が前提であり，過去年齢

形質の妥当性が充分検討されないまま行われた年齢、査

定や成長解析については，今後その妥当性を再検討し

最適な方法で再解析していくことが必要で、あると考え

られた。

資源の減少に伴う生物学的特性の変化は成長にも見

られることが知られており(Jorgensenet a!" 2007)， 

以西底曳網漁業で漁獲される魚種についてもいくつか

の報告がある O シログチ，キグチ，マダイ，キダイ，

タチウオ，ワニエソでは 1960年代以昨大型個体が

減少している(大滝， 1980)。またクログチ(佐藤，

1974) ，キグチ(三尾ら， 1975)では間年齢群の大型

化が報告されている。一般に，同年齢群の大型化は競

合する個体の減少による餌環境の改善に伴うものと推

測される (Rijnsdorp，1993) 0しかし逆に同年齢群

の小型化も，キダイ (Okiand Tabeta， 1998) とコウ

ライマナガツオ (Buoyら， 1998)で明らかとなって

おり，これは密度効果では説明の国難な現象である。

これら2種の伺年齢群の小型化は，個体群の遺伝子組

成の変化によって引き起こされている可能性がある O

つまり，漁業活動が大型魚や高齢魚、に対して高い漁獲

圧をかけた結果，体成長より再生産により多くエネル

ギー投資を行う，若齢で成熟する遺伝形質を持つ個体

の生残や繁殖成功度が高くなった結果であると考えら

れるO エソ類に関しでも，ワニエソで成熟個体の小型

化が報告されており，これは鰐環境の改善によって，

より小型の個体で繁殖投資が可能となったものと考

えられている(山田ら， 1965)。しかしこの現象は，

栄養状態や成長の改善を伴わない，繁殖に偏ったエ

ネルギー投資が行われた結果であるとも考えられる O

栄養状態の改善を伴わない場合，成長に投資されてい

たエネルギーが再生産に投下されることになるため，

成長が遅くなることが考えられる。このように漁業

が特定の遺伝的形質を持つ鏑体を選択的にj魚、獲した場

合，成長，繁殖特性の多様化が減少し環境変動に対

して脆弱になってしまう可能性がある。また，いった

ん遺伝的変化を起こしてしまった個体群は資源の回復

力を失っており，環境が改善しでも資源量の回復が国

難になることがあると考えられている (Olsenet a!" 

2004)。

クロエソについても資源量の増減によって成長特性

に変化が現れることは充分考えられ，現象を追跡しそ

の要因を明らかにするためには今後も年齢，成長特性

に捕する情報の蓄積が必要である。

第 2章 東シナ海産クロエソの成熟と産卵

自的

前述のように，クロエソは，従来マエソと同種であ

るとみなされてきた(Inoueand Nakabo， 2006) 0こ

れまで両種を混同して取り扱ってきたため，成熟と産

卵に関する情報を含め，本種の生物学的諸特性は全く

知られていなかった。

東シナ海においてはクロエソも他の底魚類と両様高

い漁獲圧にさらされ，その資源状態は低位にあるもの

と考えられるが，本種は主に我が国 EEZ内である陸

棚縁辺部を生息域としているため，ワニエソ，マエソ

等の主として陸棚上に生怠する種と比較すると，韓国，

中国漁船のj魚、獲圧を受けにくいものと考えられる O 魚

類は，その種の資源量の変動によって補償作用及び、遺

伝的作用による生物学的，生態学的変化が見られるが，

クロエソについても同様の変化が起こっている可能性

がある O 本種については過去の成長，産卵等に関する

知見がないため，過去の情報との比較はできないが.

今後生殖，成長などの特性が変化していくことは充分

考えられる。こういった現象を捉えるためにも，生物

学的諸特性を明らかにしておくことは重要で、ある O

我が国周辺のエソ類の成熟に関しては過去，瀬戸内

海産(多々良， 1965)マエソの成熟期，山口県内海産

マエソおよびトカゲエソの成熟期(八榔ら， 1953・前

JlI. 1961)，瀬戸内海産マエソおよびトカゲエソの成

熟期(南西海区水産研究所， 1972)，東シナ海産ワニ

エソの成熟期と産卵数(山田， 1968)，東シナ海，黄

海産ワニエソの産卵期と産卵数(岡田・久新， 1955) 

などの知見がある。しかしこれらの情報は肉眼での

卵巣の観察や生殖腺重量の変化に基づくもので，組織

切片の観察に基づく産卵期の推定や，時間帯別の詳細

な卵径組成変化についての報告はなく，エソ類の生殖

生態についての情報は断片的である O

本章では，組識学的観察により卵巣の成熟段階を規

定しこれに基づいてクロエソの卵巣の月別出現状況，

成熟尾叉長およびパッチ産卵数の推定を行い，クロエ

ソの資源の評価や管理を行うために必要な成熟，産卵

特性に関する情報を詳細に明らかにすることを目的と

した。
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材料と方法

I章と同様， 1998年 4月から2000年 4月にかけて

東シナ海で漁獲さ れたクロエソ計1，052個体を用いた

(Table 1 ; Fig. 1)。

供試魚、は，生鮮状態、で，尾叉長 (FL)，体重，内臓

除去重量 (BW)，生殖腺重量の測定を行った。尾叉

長は，体長測定板を用いて1mm単位で計測した。各

重量の測定については，陸上ではデジタル重量計を用

い，体重および内臓除去重量を1g単位，生殖腺重量

をO.lg単位で測定した。船上では竿秤を用い，体重，

内臓除去重量お よび生殖腺重量を1g単位で測定し

た。

摘出した生殖腺は組織標本作製用にブアン氏液で固

定した。また産卵期の一部の個体の卵巣を10%ホル

マリン液で固定し卵径測定用に 5個体および卵数算

定用に14個体の卵巣を用いた。ブアン氏液で固定した

生殖腺の中央部を切り出し，エタノ ールで脱水後メタ

クリル樹脂 (Technovit7.100， Kulzer)で包埋した。

滑走式ミクロ トームで、2.5μmの樹脂切片を作製し

1 %トルイジンブルーで染色後，光学顕微鏡で組織観

察を行った。Yamamoto(1956)を参考に，本種の卵

の発達段階を区分し (Fig.9)，組織学的観察に基づい

て卵巣の成熟段階を次の 6期に区分した。

未成熟期 (1mmaturestage: 1m) 周辺仁期 (Perin

-ucleolus stage)，卵黄 胞期 (Yolk vesicle 

stage)の卵のみで構成される。

発達期 (Developingstage) 最も発達 した卵が卵

黄形成前期 (Primaryyolk stag巴) (小型の卵黄

球が細胞質の周辺部に認め られる)も しくは卵黄

形成後期 (Lateyolk stage) (大型の卵黄球が細

胞質全域に認められる)に達している。この期

については，卵黄の蓄積状況により前期 (Early

developing stage : Ed)と後期 (Latedeveloping 

stage: Ld)に区別した。

成熟期 (Maturestage : M) 最も発達した卵が匹

胞移動期 (Migratorynucleus stage)， もしくは

成熟期 (Maturestage)に達している。

産卵期 (Spawningstage : Spa) 卵黄形成期の卵

とお1:卵後櫨胞が認められる。

閉鎖期 (Spentstage : Spe) :多くの卵黄卵で退行

が始まっている。

Fig. 9. Microphotographs of oocytes and postovulatory follicle at different stages 

in Saurida umeyoshii. a: perinucleolus stage， b: yolk vesicle stage， c: primary yolk 

stage， d: late yolk stage，巴:巴arlymigratory nucleus stage， f: pr巴maturestag巴， g: 

mature stage， h: newly formed postovulatory follicle， i: degenerate postovulatory 

follicle. Toluidine blue stain. Bar =0 200μm. 
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休止期 (Restingstage : R) 退行後期の卵と無卵

黄卵で構成される。

生殖腺指数 (GSI)は次式により求めた。

GS1 = (生殖腺重量 /内臓除去重量) x 100 

予備的な測定の結果，卵巣の部位による卵径組成や

吸水卵の出現に差はなかった。各成熟段階の卵巣の卵

径組成を調べるため， 10%ホルマリンで固定した卵

巣の左右中央部より 切り出した組織から卵径150μm

以上の卵，計500粒について卵佳を計測した。

尾叉長別成熟度の推定には 6~9 月に採集された個

体の生殖腺組織像を用い，雄では精小嚢内腔および輸

精管内に多量の精子が認められる個体の出現率と尾叉

長の関係，雌では発達期後期，成熟期および産卵期の

卵巣を持つ個体の出現率と尾叉長の関係を求めた。

時間帯別の卵巣の成熟状況の観察には，成熟期もし

くは産卵期の卵巣を持つ標本のうち，船上で採集した

ため正確な採集時聞が特定できた以下に示す71個体を

用いた。

1998年6月，第1.第 2山田丸で採集:7個体

1999年 6~9 月 ，第 1 ， 第 2 長運丸で採集: 9個

体

1999年 6~7 月， 第21，第22山田丸で採集: 55個

体

パッチ産卵数の推定には成熟期の卵(吸水卵)を有

する 14個体(尾叉長278~421 mm) を用いた。これ

らの個体について，10%ホルマリンで固定した卵巣

の左右中央部よりおよそ0.5gの組織を切り出し，万

能投影機で吸水卵を計数した。計数した卵数から卵巣

全体の吸水卵数を重量法で推定し，尾叉長との関係を

求めた。

結 果

1 生殖年周期

1 -1 . 卵巣の各成熟段階の月別出現状況

最小成熟尾叉長以上(尾叉長別成熟度参照)の個体

を成魚とみなし雌成魚、の生殖年周期を調べた (Fig.

10) 。発達期の卵巣は 4 ~ 11月で出現した。 成熟期あ

るいは産卵期の卵巣を持った個体は 4~12月で認めら

れ，特に 6~9 月にかけて高い頻度で出現した。一方，

閉鎖期の卵巣は 9月から，休止期の卵巣は10月からそ

れぞれ出現し， 2~3 月は全て未成熟期であっ た。

1 -2. GSIの月別変化

雌雄の GS1の月別変化を Fig.11に示す。雌の GS1

は 6~9 月にかけて平均 8 を越え， 8月には最大値を

示した。雄では 6月に最大値を示した。

2. 尾叉長別成熟度

雌雄のサイズ別成熟度を Fig.12に示す。雄の最小

成熟尾叉長は180mmであった。大型になるほど成熟

100 
、 ' 

包

， 

国

80 
-川1

nu

n

U

 

6

4
 

(渓
)KA
O
C
O
コ
σむ
」
h
L

.Ed 

・Ld
・M
・Spa
.Spe 

・R
20 

O 

J F M A M J J A S 0 N D 
Month 

Fig. 10. Monthly changes in occurrence of various maturity stages of 

ovaries of Saurida umeyoshii in the East China Sea. Only specimens larger 

than the minimum size at sexual maturity (FL 228 mm) were used 

for this analysis. 1m: immature stage; Ed: early developing stage; Ld: Late 

developing stage; M: mature stage; Spa: spawning stage; Spe: spent stage; R: 

resting stage 
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Fig. 11. Monthly changes in the mean gonadosomatic index 

(GSI) for male and female Saurida umeyoshii. Bar = SE. 

個体の出現割合は上昇し尾叉長272mm以上の個体

は全て成熟していた。雌では，尾叉長228mm未満の

個体は全て未成熟，それ以上の個体は全て成熟してい

た。また雌雄ともに 2才以上でほとんどの個体が成熟

していた。

3.卵の発達様式と最終成熟過程

3 -1. 卵径組成

卵巣卵は卵径を増大させながら発達していき，最も

発達した卵が目玉胞移動前期に達した時，卵径600~700

μmの卵黄形成後期と粧胞移動前期の卵で構成され

るピークが形成された (Fig.13.a)。成熟期では，卵

径600~700μm にみられたピークが小さくなり，吸水

卵で構成される分離卵群が認められた (Fig.13.b)o 

卵径600~700μm の卵で構成されるピークは，吸水卵

と排卵後j慮胞を有する卵巣内ではさらに小さくなり

(Fig. 13.c).卵黄形成後期の卵と排卵後漉胞をもっ卵

巣内では認められなくなった (Fig.13.d)。
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Fig. 12. Maturity by FL-class for male and female Saurida umeyoshii collected 

from J une to September. 

3-2.卵の最終成熟過程

卵の最終成熟段階における時間帯別の卵の出現状況

をTable4に示す。 20~4 時では，卵巣内で最も発達

段階の進んだ卵群(第 1卵群)は腔胞移動後期の卵

および成熟卵で構成され，第 l卵群の次の発達段階に

ある卵群(第 2卵群)は卵黄形成後期から匪胞移動前

期の卵で構成されていた。 4~12時では，第 I 卵群に

吸水中の成熟卵，第2卵群に脹胞移動前期の卵がみら

れた。 12~16時では，第 1 卵群は吸水を完了した卵径

1，200μm前後の卵であったのに対し，第2卵群は目玉

胞移動前から後期であった。 16~20時では，第 1 卵群

は吸水が完了した成熟卵で構成され，第 2卵群は卵黄

球融合中の目玉胞移動後期に達していた。またこの時間

帯には，卵巣後縁付近に排卵卵が肉眼で観察される個

体が出現した。排卵後櫨胞は時間帯を間わず出現した

が，特に16~20時では，頼粒膜細胞の壁および核が明

瞭に観察され，複雑に摺曲した形状を呈した排卵後櫨

胞 (Fig.9.h) を有する個体が認められた。

4. パッチ産卵数

パッチ産卵数は最大105，330粒(尾文長374mm)， 

最少8，490粒(尾叉長320mm)であった。パッチ産卵

数 (BF粒)と尾叉長の関係は，

BF = (1.70x 10-8) FL 4.88 (r2= 0.49) 

で示された (Fig.14)。
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Table 4. Final oocyte maturation stages observed in female Saurida umeyoshii from the East China 

Sea having mature stage oocyte collected at different times of the day (L Y = late yolk stage; EMN 

= early migratory nucleus stage; LMN = late migratory nucleus stage; M = mature stage; n: number 

of fish examined) 

Sampling time (h) n Stage of oocyte development 
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Fig. 14. Relationship between batch fecundity and fork length of 

female S.αurida umeyoshii. n: number of fish巴xamined.

考十察

本研究では組織学的観察に基づきクロエソの卵巣の

成熟段階別月別出現状況を調べ，産卵期を明らかにし

た。またクロエソの成熟尾叉長およびパッチ産卵数の

推定が行われた。卵巣の組織学的観察を行ったところ，

2. 3月は全ての個体が未成熟期の卵巣を持ってい

たが. 4月にかけて急速に発達し. 9割程度が発達期

の卵巣を持つようになった。また 4月にはわずかなが

ら成熟期の卵巣を持つ個体も現れたため，産卵が開始

されたと考えられる。 5月にはより発達段階が進み，

卵巣形成後期の卵を持つ個体が多く現れた。 6. 7月

ではともに成熟期もしくは産卵期の卵巣を持つ個体が

8割程度を占めた。また 8月には 6害止 9月には 7割

程度の個体が成熟期もしくは産卵期の卵巣を持ってい

た。このため. 6~9 月が産卵盛期にあたっているも

のと推察された。 10月には産卵期もしくは成熟期の卵

巣を持つ個体が2割程度出現したものの，閉鎖期およ

び、休止期の卵巣を持つ個体が3割程度現れ，産卵盛期

は過ぎているものと考えられた。 10月から休止期の卵

巣を持つ個体が現れ. 1月にかけて次第に増加した。

このような，各発達段階の卵巣の月別出現状況から，

クロエソの産卵期間は 4月から12月の長期にわたり，

その盛期は 6月から 9月であると考えられる。これは

GSIの変化の状況ともほぼ一致した。また本研究では，

GSIが5を上回る雌は概ね発達期後期，成熟期， もし
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くは産卵期の卵巣を持っており，産卵に加入している

ものと思われた。

卵径組成の変化および時間帯別卵巣の成熟状況か

ら，本種では産卵直前に卵径600~700μm の卵黄形成

後期から匪胞移動前期の卵で構成されるピークが形

成され，そのピークからいくつかの分離卵群が形成さ

れるという産卵様式を持つと考えられた。また，この

一連の産卵が終わると，卵黄形成後期の卵が発達する

ことによって再び、卵径600~700μm のピークが形成さ

れ，同様に一連の産卵を繰り返すと考えられた。

排卵後櫨胞の退行に伴う形態の変化は，北米カタ

クチイワシの産卵頻度の推定 (Hunterand Goldberg. 

1980)に用いられて以降，マサパ (Dickersonet al.， 

1992) .大西洋マサパ (Priedeand Watson. 1993)な

どで産卵頻度の指標として一般に用いられるように

なった。排卵後櫨胞の形態変化を検出することによ っ

て. Daily Egg Production Method (DEPM)で資源

量の推定が可能となることが示されている (Lasker.

1989 ; 1青水. 2006)。本種のように卵巣内に新旧の

排卵後櫨胞が同時に存在することは，その個体が産

卵を短期間に繰り返すことを示している (Wright，

1992)。マダイ (Matsuyamaet al.， 1988)やカツオ

(Hunter et al.. 1986)では，排卵後i慮il@.胞は24時間

以内に消失することが分かっている。また北米カタ

クチイワシでは 3 ~ 4 日で全て再吸収されるという

(Hunter and Macewicz. 1989)。クロエソでは，新旧

2つの消失段階にある排卵後櫨胞が同時に観察された

ことから，少なくとも24時間以上は排卵後j慮、胞が卵巣

内に残ることが示唆された。

時間帯別卵巣の成熟状況を調べた結果，成熟期に

ある卵は，産卵目前日の早朝から夜にかけて卵黄形成

後期，匹胞移動前期，旺胞移動後期と卵径を増大させ

ながら順に発達していき 産卵日当日の早朝から午後

にかけて吸水を行うものと考えられた (Fig.15)。成

熟卵の吸水は12~16時に得られた個体ではほぼ完了し

ていた。 16~20時には頼粒膜細胞の壁および核が明瞭

で複雑に摺曲した形状を呈した，排卵後間もないと思

われる排卵後櫨胞 (Fig.9.h)を有する個体が認めら

れ，卵巣後縁付近に排卵卵が肉眼で観察される個体も

出現した。また. 20~4 時に得られた個体の卵巣では

吸水を完了した卵は観察されなかった。これらのこと

から，本種の排卵は16~20時に行われることが推察さ

れた。また排卵中の個体は第二卵群に匹胞移動後期の

卵を持つことが多く，新しい排卵後櫨胞と同時に吸収

の進んだ排卵後櫨胞 (Fig.9.i)を持つ個体も観察さ

れたことから，卵径組成の変化の結果と合わせて，少

なくとも 3日間連続で産卵する個体がいることが示唆

された。この複数日にわたって連続する産卵が終わる

と，卵黄形成後期の卵が発達することによって再び卵

径600~700μm のピークが形成され，同様の産卵を繰

り返すと考えられた。以上のことから，本種の成熟，

産卵様式は，非同期発達型 (高野. 1989)に属するも

のと推定された。

東シナ海産ワニエソでも，成熟卵.JJf胞移動後期の

卵と同時に排卵後首長胞が観察される卵巣や，新旧の排

卵後櫨胞が同時に観察される卵巣が出現している (山

田. 1968)。このことは，クロエソと同様ワニエソに

おいても複数日に渡って連続で産卵する個体がいるこ

Nucleus Yolk gl伽 le 一/卜O ICu aryr d戸、

Second largest 健週・劉 一一ー Itt姐眠211 ー.. t:>令子てil
oocytes In ovary LY哩翠~ EMN~ ______LMNぷ逗2グ

Clocktime 02 12 

一一一一ー

Postovulatory follicle 
20h 

Fig. 15. Time course of final oocyte maturation of female Saurida umeyoshii. L Y: late yolk 

stage; EMN: early migratory nucleus stage; LMN: late migratory nucleus stage; M: mature 

stage 
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とを示唆している。また本研究では，小型魚、の割合が

少ないため解析できなかったが，ワニエソでは初回産

卵魚と思われる小型の個体には新旧の排卵後櫨胞を同

時に持つ卵巣が出現せず，小型魚は大型魚に比べ産卵

回数が少ないことが考察されている(山田， 1968) 0 

本種は多回産卵を行うことが明らかとなったが，

多国産卵魚、では年間産卵量が産卵期前に確定してお

らず，産卵数を推定するにはパッチ産卵数と産卵

回数が有用な情報となる (Hunterand Macewicz， 

1989)。本研究では一回のパッチに尾叉長300mmで

約22，000粒，尾叉長400mmで約83，000粒の卵が含ま

れると推定された。オーストラリア北西岸のフエダ

イ科 Lutjanusvittusは多回産卵魚で，産卵期の前半

と後半でパッチ産卵数に差がないことが知られてい

る (Davisand West， 1992)。一方， ドーパーソール

Microstomusρac約切s(see Hunter et al" 1992)やマ

サパ(渡逢， 2006)のパッチ産卵数は産卵期のはじめ

に多く，以降徐々に減少していく。カタクチイワシで

は産卵期の盛期と終期で、パッチ産卵数が異なり，また

パッチ産卵数と水温，餌量，個体群密度の関係式が求

められている(鶴田， 2006)。本研究では成熟期の卵

巣を無作為に選んで卵数を測定したが，本種の産卵様

式を考え，排卵後rllr!.胞の有無等を一つの指標として産

卵閤数に伴うパッチ産卵数の変化についても検討を行

い，また水温等環境要因との関連を調べることにより，

更に詳細な産卵生態の解明や年間産卵量の推定につな

がるものと考えられる。

またクロエソでは，産卵期が4月から12月の長期に

渡ることが明らかとなった。我が国周辺海域のエソ類

の産卵期に関しては，瀬戸内海東部のマエソで 5~8

月(多々良， 1965) ，瀬戸内海西部のマエソで 6~9

月(多々良， 1965)，東シナ海産ワニエソで 4月下旬

から 5， 6月(山田， 1968)，瀬戸内海産トカゲエソ

で 5~9 月(南西海区水産研究所， 1972)，紀伊水道

産トカゲエソで 5~7 月(高尾， 1953) という知見が

ある。また東シナ海，黄海産のワニエソでは， 3~5 

月を産卵期とするものと 8，9月を産卵期とするもの，

おそらく分布域の異なる 2つの群があるという報告も

ある(河田・久新， 1955)。これらの研究に比べ，本

研究ではクロエソの産卵はかなり長期に渡って行われ

ることカ吉明らかとなった (Table5)。

種の違いにより産卵期に大きな差があることは充

分考えられるが，産卵期が長期にわたる原因の一つ

にクロエソの分布する陸棚縁辺部の海洋環境が影響

していることが考えられる。東シナ海陸槻縁辺域で

は，本種に限らず，アカアマダイ，アンコウ，カイ

ワリ，キダイも他の海域に比べ長い産卵期を持つが，

東シナ海東部は周年にわたり黒潮系暖流の影響を強く

受け海洋環境の変動が小さい(工藤， 1985)ことが，

長い産卵期の原因になっていることが考えられるとい

う(米自・依田， 2006) 0 Saurida undosquamisにつ

いては地理的な違いによって産卵期が異なっており，

アラビア海 (Budnichenkoand Dimitrova， 1981)，エ

ジプト地中海沿岸(アレクサンドリア) (El-Greisy， 

2005) ，スエズ湾 (Latifand Shenouda， 1973)，イル

ケンデルン湾 (Ismen，2003)で、の産卵は周年見られる

が，紅海からスエズ運河経由でイスラエル地中海側沿

岸に帰化している個体群の産卵は水温の低下する冬期

には行われず，産卵期は 3~12月であると報告されて

いる (Golani，1993)。アラビア海 (Budnichenkoand 

Dimitrova， 1981)やマニラ湾 (Tiewset al" 1972)で

はSauridatumbilも毘年産卵することが報告されて

いる(ただしアラビア海ーからの Sauridaundosquamis 

およびSauridatumbilの採集水深は他のマエソ属の

分布水深と比較して著しく深く，種査定の再検討ーを要

する)。また海洋環境だけではなく，餌環境が産卵期

の長さに影響を与えることも分かつてきている(米国，

2006)。さらに瀬戸内海の東西ではマエソの産卵期に

違いがあることが報告されているが，両海域間では個

体群密度が異なっており，摂餌生態にも相違が見られ

るという(多々良， 1965)0海洋環境，個体群密度，

館料供給などが複合的に影響して産卵期の違いに表れ

ているのかもしれない。

今回の研究で，初めて東シナ海産クロエソの成熟，

産卵に関する詳細な情報が得られた。本種はかつてマ

エソと混同されていたため過去の成熟，産卵に関する

知見がなく過去の本種の特性との比較はできないが，

過去エソ類において詳細に検討されたことのない卵の

発達過程や産卵時間等が明らかとなった。現在断片的

にしか整備されていない他のエソ類についての生物学

的諸特性についても，本研究のような手法を用いて詳

細に調査し明らかにしていくことが必要で、ある。

また本種についても，今後資源量の増減に伴い生

殖，成長などの特性が変化していくことは充分考えら

れる O こういった現象を捉えるためにも，本研究で明

らかとなった成熟，産卵特性や，組織観察に基づく生

殖腺の発達段階の規定等の情報が有用になろうと考え

られる。
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Table 5. Spawning season estimated for Saurida spp. from various localities by different authors 
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第 3章対馬海峡周辺におけるトカゲエソの年齢

と成長

目的

トカゲエソは新潟県以南の自本周辺海域および朝鮮

半島南部から東シナ海，南シナ海に広く分布するエソ

科魚で，瀬戸内海で、はエソ類の主部を占める(落合・

田中. 1986)。我が国では主に練り製品の原料として

利用され，重要な漁業資源として取り扱われている。

本種は大部分が底曳網で漁獲され刺し網や釣りでも獲

られている。他のエソ類と同様，本種についても近年

資源の減少が著しく，近縁種のコウカイトカゲエソと

ともに漁獲量は減少していると考えられる(山田・時

村. 1998;山田ら. 2007)。

トカゲエソの生物学的知見として，成長，産卵，

分布などいくつかの報告がなされているが，過去の

トカゲエソに関する知見についてはコウカイトカゲ

エソと混同して扱っていた可能性のあるものも存在

する O このため，明らかにトカゲエソのみを扱ったも

のであると考えられる報告は乏しい。また，これまで

の日本周辺海域産エソ類の年齢査定には鱗が年齢形質

として用いられ，解析が行われてきた(高尾. 1953; 

多々良. 1953;岡田・久新. 1955;演田. 1986)。

しかしながら，鱗による年齢推定結果は北東太平洋

産ギンダラ Anoρ10ρomafimbri.α(see Beamish and 

Chilton. 1982).北米大臨東岸の Cynoscionregalis (see 

Lowerre田Barbieriet al.， 1994)等多くの魚種で¥小型

魚、には第一標示が形成されないものがいる，高齢魚、は

年輪の間隔が狭く読みとりが困難，偽輸が多い等の理

由により信頼性に乏しいと報告されている O エソ類に

ついても • Saurida undosquamぬでは年齢が高くなる

ほど鱗の輪紋数を過小評価する危険性が増加すること

が報告されている (Leeet al.， 1986)。

年齢は，水産資源の解析において最も重要な項目の

1つであり. (Summerfelt， 1987). 資源評価や資源管
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理方策に大きな影響を持つ指標である(福島・渡謹，

1990)。年齢形質の信頼性が高いことは年齢査定を行

う上での前提条件であるが，エソ類の鱗に関して年齢

形質としての信頼性が充分に検討されてきたとは雷い

難い。正確な年齢査定と成長解析には，信頼性の高い

年齢形質の選定が不可欠で、ある。

本研究では，対馬近海におけるトカゲエソを用い，

過去の鱗を用いた知見について検討するため，鱗と耳

石について年齢形質としての妥当性を評価しまた耳

石の観察に基づいて年齢と成長を調べた。

材料と方法

1999年5月から2001年6月に対馬周辺の海域から沖

合底曳，小型底曳によって漁獲され，下関漁港，鐙IIJ奇

漁港，津屋崎漁港に水揚げされたトカゲエソおよび，

但州丸，熊本丸，第 1.第 2やまぐち丸の調査船調査

で得られたトカゲエソ，計695個体を用いた (Table6; 

Fig. 16)0 

供試魚、は，生鮮状態で，尾叉長 (FL)，体重，内臓

除去重量(BW)，生殖線重量の測定を行った後，鱗

と耳石(扇王子石)をともに70%エタノールセ保存した。

尾叉長は，体長測定板を用いて1mm単位で計測した。

各重量の測定については，陸上ではデジタル重量計を

用い，体重および内臓除去重量を1g単位，生殖腺重

量を0.1g単位で測定した。船上では竿秤を用い， f本

重，内臓除去重量および生殖腺重量を1g単位で測定

した。鱗は，漁獲持に脱落しにくく，また再生鱗が少

ないと思われる胸鰭基部付近から採取した。なお，椎

体についても予備的に観察したところ，輪紋構造は観

察されたものの，外縁部の輪紋が不明瞭で、，また椎体

径も同サイズの他魚種と比べ小さく，年齢形質として

は不適であると判断した。

本種の鱗は櫛鱗で中央付近に起点があり，これを中

心に隆起線が同心円状に観察され，放射状の溝 (radii)

で区切られていた (Fig.17)。鱗の標示の読みとりに

は岡田・久新(1955)を参考にし，輪紋のはっきりと

表れている鱗を用いた。鱗は水洗後スライドガラスに

挟み，万能投影機で10倍に拡大して反射光で観察した

(Fig.17)。耳石はスライドガラス上でエポキシ樹脂に

包埋し， 1，000~2 ， 000番の回転砥石で耳石の成長起点

が明瞭になるまで矢状面を研磨し断面を万能投影機

で10倍に拡大して反射光下で観察した。

それぞれの年齢形質の妥当性を比較するため， 2000 

年12月に得られた20個体について 2人の読み手がそ

れぞれ数日おきに 3回ずつの読みとりを行い，結果

を比較した。読み取り精度の指標として， Average 

percent error (APE) (Beamish and Fournier， 1981) 

およびTheindex of precision (D) (Chang， 1982)を

求めた。

耳石の矢状断面には不透明帯と透明者が交互に観察

された (Fig.18)0このため，標示を透明帯外縁と規

Table 6. Monthly number and fork length (FL) range of fishes examined for 

Saurida elongata from Tsushima/Korea Strait (n: number of fish examined) 

Year Month Male Female 

n FL (mrn) n FL (mrn 
1999 May 50 274開 400 18 288 -445 

1999 Jun 3 189 -244 13 251-374 

1999 Jul 255 9 245 -452 

1999 Aug 307 7 285田 446

1999 Sep 23 273 -398 37 288同 465

1999 Oct 9 281 -388 36 288聞 478

1999 Nov 4 347田 372 27 353 -427 
2000 Feb 10 313国 364 36 316-437 

2000 Mar 5 326悶 374 26 340 -452 

2000 Apr 8 328 -366 29 310悶 440
2000 Jun 39 235 -426 33 304聞 454

2000 h詰 55 288 -378 13 338-466 
2000 Aug 61 221 -426 44 253国 409

2000 Dec 5 347 -387 24 323四 430

2001 Jan 6 296 -378 54 320 -464 

2001 Jun 2 268 -295 7 261凶 462
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Fig. 16. Areas fished by offshore pair trawlers (ljght 

shading) and small trawlers (dark shading) for Saurida 

elongata in the Tsushima/Korea Strait. and locations of 

the fishing ports where specimens were obtained. 

Fig. 17. Ring mark reading of scale from female 

Saurida elongata (323 mmFL) with four ring marks. 

Arrow indicates the ring mark. Bar = 1 mm (F. 

focus; R， scale radius). 

齢査定と成長解析に用いた。

25 

定し耳石の成長起点 (F)から耳石後端部ま?での車

線の長さを耳石長(R， mm). Fから各標示までの長

さを標示長 (rn • mm) として標示の読みとりと測定を

行った。なお，処理中に耳石が破損してしまった個体

および標示の一部が不鮮明で、あった個体については年

齢査定の解析から除外し，雄277個体，雌377個体を年

耳石の標示形成時期は，耳石最外縁部における透明

帝の月別出現状況と縁辺成長率 (MIR)の月別変化よ

り判断した。縁辺成長率は次式により求めた。

MIR = (恨R一rnηma

r九紅ma拙x.最大標示の標示長 (mm)λ， 



26 Takeshi SAKAI 

Fig. 18. Ring mark reading of otolith from female Saurida elongata 

(364 mmFL) with six ring marks. Arrow indicates the ring mark 

on the outer margin of the translucent band used for ring radius 

measurements. Bar = 1 mm (F， focus; R， otolith radius). 

rma叫》

各標示形成時の計算尾叉長は b加od釘yproportional 

hypothesis (BPH回f日)法 (Francis，1990) を用いて推定

した。 BPH法による計算尾叉長は以下の式により求

められる。

漁獲時の尾叉長と耳石長の関係式:

ln FL c = a + b ln R (1) 

標示形成時の計算尾叉長と各標示長の関係式:

FLn = (rn / R) b FLc (2) 

FL c ; i;将、獲時の尾叉長 (mm)，FL n ; n標示時の

計算尾叉長 (mm)，b; (1)式の傾き

BPH法で求められた各標示形成時の計算尾文長を

もとに vonBertalanffyの非線形成長モデルを用い，

本種の成長を推定した。 vonBertalanffy成長式の

推定には全計算尾叉長を用い，最小二乗法で当ては

めを行った。計算には KaleidaGraph 4.0 (Synergy 

Software， USA) を用いた。

結果

1.年齢形質の妥当性の検証

20個体の鱗と耳石，二つの年齢形質の輪紋について

2人の読み手が 3屈ずつ計 6回読み取りを行った結

果，鱗を用いた場合は，耳石に比べ著しく輪紋数が少

なかった。読み取り精度の指標値 APE，Dの平均値

はともに耳石に比べ鱗で高く，耳石は鱗に比べ読みと

り精度が高いことを示した (Table7)。

2. 尾叉長組成

雄282個体，雌413個体の尾叉長を測定した結果，

最小尾叉長は雄189mm，雌235mm，最大尾叉長は

雄426mm， JltJt4 78 mm，平均尾叉長は雄323.8mm， 

雌371.9mmであった。雌雄により尾叉長組成が異な

り，雄では71% の個体が尾叉長280~360 mm， JltItで

は70%の個体が尾叉長340~440 mmであった (Fig

19)0 

3.標示形成時期

41個体 (6%)の耳石は輪紋が明瞭で、なく読み取り

が困難であったため，成長解析の対象からは徐外した。

耳石最外縁部に透明帝を持つ個体は 6~9 月には出

現しなかったがその後急増し， 11~ 2月に出現が集中

した。 12月には80%以上の個体で耳石外縁部が透明

帝であった。 3月には急減してその割合は10%を下

回り， 4， 5月にはほとんど見られなくなった (Fig.

20)。
縁辺成長率の平均は12月に最低で、，月を追うごとに

上昇して10月が最高となった (Fig.21)0 また， 10~ 

3月の標本で最外部の標示を除外して算出した縁辺成

長率は， 10月から連続して0.8を越える高い値を示し

た。これらの結果より，標示形成時期は12~ 3月と推

定された。

4.尾叉長と耳石長の関係

尾叉長と耳石長は雌雄ともに高い相闘が認められ

(Fig. 22)，それらの関係式は次式により示された。

雄 lnFL = 4.428 + 0.959 ln R (r2 = 0.85， n = 
279) 

雌:ln FL = 4.319 + 1.032 ln R (r2 = 0.86， n = 
379) 

雌雄の関係式には傾き，切片ともに有意差が認めら

れた (ANCOVA，ρ<0.01)。

5.計算尾叉長と成長式

標示の観察の結果，雄では最大11標示，雌では最大

12'標示まで認められた (Table8)0 トカゲエソの産卵

盛期は 6~7 月である(4章，生殖年周期参照)。こ

のため，本種の産卵藤期は標示形成時期 (11~ 2月)

よりもおよそ半年ほど前であると考えられる O したが

って，平均計算尾叉長色各標示数から0.5を減した
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Table 7. Number of ring marks of scale and otolith read 3 times each by 2 readers and precision of 

age determination between readers using scales and otoliths of Saurida eloηgata (APE: the average 

percent error using the index: D: index of precision) 

1st reading 2nd reading 
Reader 1 1もeader・2 Reader 1 1もeader2 

3rdreading 

Reader 1 R伺 der2 D 

0.0372 
0.0516 
0.0595 
0.0636 
0.0516 
0.0487 
0.0497 
0.0595 
0.0323 
0.0487 
0.0830 
0.0333 
0.0000 
0.0730 
0.0714 
0.0636 
0.0730 
0.0595 
0.0372 
0.0588 

APE 

0.078 
0.067 

0.108 
0.115 
0.067 
0.103 
0.111 
0.108 
0.054 
0.103 
0.172 
0.070 
0.000 
0.133 
0.143 
0.115 
0.133 
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0.118 
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Fig. J9. Length-frequency distribution for male and female Saurida 

elongata sampled from Tsushima/Korea Strait. n: number of fish 

examined. 
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Fig. 20. Monthly changes in the frequency of appearance of a 

translucent band on the outer margin of the otolith of Saurida 

elongata. 

年齢のものとみなし雌雄別に成長式を推定した (Fig.

23)0 

いと考えられた。

雌雄の成長式は次式により示された。

雄:FL t = 422.3 (1 -e -0.202 (t叶初 l)

(1 ::; t三 10)

雌 FLt = 512.6 (1 -e -0.157 (t + 145 1 ) 

(1三t三 11)

これらの成長推定結果より，雌は雄に比べ成長が良

6. 内臓除去体重と尾叉長の関係

内臓除去体重と尾叉長の関係は以下の式で表さ

れた。雌雄の関係式には有意差は認められなかった

(F-test， ρ< 0.01) (Fig. 24)。

BW = 0.170 x 10 -4 FL 289 (r2 = 0.914， n = 695) 
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Table 8. Mean back-calculated fork lengths (FLi， mm) at each ring group for Saurida elongata ( i， number of 

ring mark: n， number of fish examined ) 

Back calculated leng也

Ring group n FL， FLウ FL， FL4 FL， FL6 FL7 FL8 FL9 FL，o FLll FL12 

Male 

O 
づ 4 138.6 183.4 

3 22 130.8 183.3 228.1 

4 42 133.5 190.0 233.8 271.2 

5 64 130.0 185.5 228.1 265.9 297.0 

6 73 128.1 181.7 223.7 2ωs 293.0 319.8 
7 44 127.3 176.1 217.9 254.8 288.5 316.4 338.9 

8 18 130.6 179.4 219.1 255.1 286.7 315.7 339.5 357.6 

9 6 116.5 160.8 203.5 237.5 267.9 295.3 316.3 334.2 349.3 

10 ウ 123.9 173.6 223.6 267.5 296.2 324.0 343.8 362.4 376.5 389.5 

11 ウ 116.6 170.8 206.3 243.9 275.5 302.3 325.5 343.2 356.2 368.1 381.3 

Mean (weighted) 277 129.4 182.3 224.8 261.8 291.9 317.1 337.0 351.9 356.1 378.8 381.3 

Female 。
ウ 3 147.1 210.1 

3 8 141.0 198.0 250.3 
4 41 137.8 196.2 246.7 285.0 

5 52 136.7 192.2 241.5 282.8 315.5 

6 86 135.1 190.6 2369 277.2 312.5 344.2 

7 71 133.0 190.3 238.3 279.7 314.1 345.3 373.5 

8 49 133.4 183.9 230.2 269.2 304.9 336.3 364.2 388.4 

9 35 132.6 184.1 228.8 267.2 302.5 332.0 362.8 387.5 410.2 

10 ウウ 136.3 184.0 226.7 267.0 297.9 327.5 358.8 383.7 404.1 421.3 

11 8 134.0 187.4 229.4 266.3 298.5 327.2 355.8 378.0 397.3 412.8 429.8 

12 づ 145.3 180.4 215.5 247.2 283.2 312.6 335.9 365.6 383.9 401.6 412.4 420.2 

Mean (weighted) 377 135.1 189.7 236.7 276.3 3ω6 339.4 366.2 386.1 405.9 418.0 426.3 420.2 
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考察

本研究ではまず，年齢形質として鱗を耳石とを比較

した。 トカゲエソの鱗は同一個体，同一部位から採集

されたものでも個々の鱗によって標示の出現パターン

が異なり，耳石に比べ年輪の決定が困難であった。こ

のように採取した鱗によって標示の形成パターンが異

なる現象は，ワニエソについても報告されている(岡

田 ・久新， 1955)。また鱗の輪紋の読みとり精度は，

耳石に比較して低かった。さらに本研究では鱗から推

定された年齢は耳石から推定された年齢より著しく低

く，鱗を用いた場合は年齢を過小評価することが示唆

された。後述するが，鱗での年齢査定は高齢魚の年齢

を過小評価する可能性が高い等，年齢形質としての信

頼性に欠けることが分かつてきている。これらのこと

に基づき，本研究では年齢形質として耳石を選定し

成長解析に用いた。

透明帯の出現状況と縁辺成長率から，耳石の標示は

年 l回， 11~ 2月に形成されると考えられた。耳石の

輪紋は，水温，再生産，摂餌の季節的な違いが生理的

活性に影響を与え，成長速度が周期的に変化すること

によって形成されると考えられている (Morales-Nin， 

2000)。本研究で， トカゲエソの耳石の透明帯は，水

温の低下する秋から冬にかけて形成されることが明ら

かとなった。一方不透明帯は，水温が高く産卵期(第

4章参照)にあたる春から夏にかけて形成されていた。

雌雄の成長式を求めた結果から，他のエソ類と同

様に，雌は雄に比べ成長が良いと考えられたo von 

Bertalan妊yの成長曲線から推定される最大到達体長

は雄で422.3mm，雌で512.6mmであった。また，

500 

--=-400 
E 
E 
..c 300 

誌
c 
ω 
」t 200 
L目

LO 」

100 

O 

1 2 3 4 5 6 
Age 

本研究では尾叉長400mm以上の個体は全て雌であ

り，尾叉長組成からも，雌の方が大型になることが示

唆された。 トカゲエソの雌雄聞には成長量や最大年齢

に相違が認められたが，他のエソ類においても雌雄聞

に成長差や寿命の違いが報告されていることから，こ

れらの相違はエソ類に共通の性的二型であると考えら

れた。

本研究でのトカゲエソの最高年齢は，雄で10歳，雌

で11歳と推定されたが，過去の知見では，年齢形質と

して鱗を用いた紀伊水道のトカゲエソで雌雄ともに

4歳(高尾， 1953)であり，今回の年齢査定結果と比

較すると著しく低い (Fig.25)。また我が国南西水域

のトカゲエソでは 7歳までの尾叉長が推定されてい

るが，成長は直線的で、加齢に伴う成長の鈍化が見ら

れず，本研究の成長解析の結果とは大きく異なる(横

田， 1956) (Table 9)。また山口県内海のトカゲエソ

は， 10月に出現する O歳魚で全長 6~12 cm，満一歳

で14~ 17cm， 2 歳魚では19~25 cm， 3歳魚では24

~31 cm， 4 歳魚では28~38 cmになるといい，本研

究で推定された年齢別尾叉長は概ねこの体長範囲に収

まるが，年齢査定方法は明確でない(前川，1961)。

魚類の年齢査定や成長解析には， 一般的に椎体，

鱗，耳石，腕条，眼蓋骨等が年齢形質として用いら

れる(渡謹， 1997)。このうち鱗は多くの魚種で古く

から一般的に用いられていた年齢形質である (Suzuki

and Kimura， 1990;菅野， 1997)。鱗はリン酸カルシ

ウム(ハイドロキシアパタイト)の結晶が沈着した

組織で，体表の保護組織としてだけではなく，カル

シウムやリンのリザパーとして機能している (麦谷，

1997)。鱗に沈着したカルシウム塩は代謝回転が活発

Present 5ーtu一dvーーFeーmーale 

7 8 9 10 11 

Fig. 25. Comparison on estimated growth in male and female 

Saurida elongata b巴tweenTakao (1953) and present study 
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であるため，体液中のカルシウムやリンが不足すると

容易に血液中に溶出することが知られており (Mugiya

and Watabe， 1977 ;山田・麦谷， 1988)，鱗は個体の

成長を正確に記録していないことが考えられる O

また体成長が止まった高年齢魚では鱗の年輪が形

成されなくなるため，年齢の過小評価につながること

がある O 北米産 Catostomuscommersoniや0ρhiodon

e10ngates において複数の年齢形質が比較された結

果，成熟年齢以上の個体に対しては鱗を吊いた年齢

査定は信頼できないことが分かっている (Beamish，

1973 ; Beamish and Chilton， 1977) 0 さらに，鱗の脱

落による再生鱗の出現も年齢査定の障害となってお

り，近年年齢形質としての鱗の有効性は疑問視されて

いる(渡逢， 1997; Beamish and McFarlane， 1987)。

また過小評価とは反対に ニジ、マスにおいては偽輪

形成による年齢の過大推定の危険性も指掃されている

(Faragher， 1992)。このように，鱗は年齢形質として

の信頼性に欠けることが分かつてきている O

エソ類についても鱗での年齢査定の信頼性につい

ては研究されており， Lee et a1. (1986) はSaurida

undosquamisの鱗と椎体とで出現輪紋数を比較し

年齢が高くなるほとや鱗の輪紋数を過小評価する危険性

が増加することを示している o Zhang and Xu (1987) 

は電子顕微鏡でワニエソの鱗を観察し産卵期には鱗

へのカルシウム沈着が減少しこれが年輪形成に関連

することを示した。つまり，産卵期以外にも館料供給

の変化等により体内のカルシウムが減少すれば，鱗の

カルシウム塩が再吸収されて輪紋が形成されることが

考えられる。

耳石は炭酸カルシウムにより高度に石灰化した非細

抱性の硬組織であり， s燐や骨に比べて代謝回転が極め

て小さく，いったん形成された結品構造が再吸収され

ることはない(麦谷， 1996)。また，体成長がほぼ停

止しでも，耳石の成長は継続することが知られている

(Beamish and Chilton， 1982 ;渡遺， 1997)。このため，

耳在を用いた場合は体成長が停滞した高年齢魚にお

いても鱗からは得られない正確な年齢査定が可能で、あ

か耳石の年齢形質としての信頼性は高いと考えられ

ている(麦谷， 1997)。

しかしながら， Budnichenko and Nor (1978)はア

ラビア海の SσuridaundosquamisとSauridatumbi1 

において耳石と鱗の輪紋数を比較し違いがないこと

を示している。しかしこの研究は耳石切片を作製せず

そのまま観察しており，輪紋が充分観察できなかった

可能性がある。また報告の中で，調査海域は熱帯に属

しているため，環境変化による輪紋形成が起こらず，

再生産に関連する生理活性の変化によって輪紋形成

が起こると考察している(ただし Budnichenkoand 

Dimitrova (1981)は，同海域の Sauridaundosquamis 

とSauridatumbi1 について産卵は潤年行われること

を報告している)。

本研究においても産卵期における生理的変化が耳

石の輪紋形成の一つの要国となっていることは充分

考えられる O トカゲエソの再生産について生理学的

側面から研究した併はないが，瀬戸内海産トカゲエソ

については産卵期にすり身の足(ゲル形成能)が低下

するとともに， 50-60
o
Cでの戻り(蒲鉾の弾力劣化)

が大きくなる現象が報告されている (Shimizuand 

Wendacoon， 1990)。このような現象の要困として筋

肉pHの変動が挙げられており(志水， 1984)，産卵

期の生理的変化と関連していることが推察されるが，

このような体質変化は耳石の年輪形成と関連している

可能性がある。本研究ではクロエソ(第 1章参照)に

比べ，耳石外縁部に透明帯を持つ個体が狭い期間に集

中して出現した。産卵期が輪絞形成に関連すると仮定

すると，トカゲエソの産卵期がクロエソに比べ短い(第

3， 4章参照)ことは，透明帯の出現が短期間に集中

することを説明できる。また今田の研究のサンプルが

得られた海域は，より低緯度にあたるアラビア海と比

較すると水温の季節変動が大きいと考えられ，産卵の

みでなく環境の季節変化も耳石の輪紋形成に関与して

いることが推察される O このことが低緯度水域のエソ

類に比べより明瞭な耳石の年輪形成に関与しているか

もしれない。

これまでの呂本周辺海域産エソ科魚、の年齢査定に

は，鱗が年齢形質として用いられてきたが (Table

9) ，鱗を用いた研究における最大年齢は東シナ海

産マエソ，ワニエソ， トカゲエソで 4歳(柏JIIら，

1949) ，紀伊水道域のマエソで 3歳(多々良， 1953; 

阪本， 1977)，瀬戸内海のマエソで 4歳(多々良，

1965) ，紀伊水道のトカゲエソで4歳(高尾， 1953)， 

東シナ海，黄海産ワニエソで 6歳(岡田・久新，

1955)で，これらは耳石を用いたトカゲエソ(本研

究)，クロエソ(最大口歳，第 1章参照)および椎体

を用いた台湾海峡産 Sauridaundosquamis (最大10歳)

(Lee et a1.， 1986)，オーストラリア北西岸の Saurida

undosquamis (最大 9歳) (Wen et a1.， 1987)の推定

結果と比較して，いずれの種も成長が良く，短命であ

るとされている。この相違は，種や生息域の違いより

はむしろ，年齢形質の違いによる推定結果の相違であ

ると考えられる O

過去，鱗から推定された年齢が高齢魚で、は過小評備

されている可能性は高い。推定年齢が変更されれば，

資源評価や資源管理方策に大きな影響が出る(福島・
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different authors 

Table 9. Growth estimated for Saurida spp. and the methods of age determination from various localities by 

丘 umeyoshii East China Sea Otolith 

Species Sampling Area Melhod 

S. e longata Tsushima I Korea S住ait Otolith 

丘spp Scale East Cluna Sea 

S. elongata Kii Channe1， Japan Scale 

Southwest J apan Scale 

丘wame，宮 EastClunaSea/YellowSea Scale 

East Cluna Sea / Yellow Sea Scale 

East Cluna Sea Scale 

S. macrolepis Kii Channel， Japan Scale 

Southwest Japan Scale 

Seto Inl田KISea， Jap田 Scale

丘und町 qUa11U.SArab:ian Sea Sca1e 

Taiw田lSrrait Vertab四

Northwest shelf of Australia Vertabra 

Southern Taiwan Strait Sca1e 

丘 tumbil Taiwan Strait Scale 

Arabian Sea 
East Cluna Sea 

Scale 
Scale 

GlUf of Tonkin Scale 

Sex of宣sh Estim滋edforklength a佐ainedinnnn抵 each明 References
1 4  10 11 

Male 128 172 209 241 268 291 310 327 P田 sentstudy
Female 131 184 229 267 300 328 352 372 389 404 

乱1ale

Female 
157 205 245 278 304 326 343 358 370 379 Present study 

164 214 258 295 326 353 377 396 413 428 440 

Aikawa et al.， 1949 Unsexed 162 230 293 380 

Male 131 199 256 311 

Female 162 225 282 330 
Unsexed 11 0 146 190 244 296 348 384 

Unsexed 110 160 200 250 300 340 380 

Male 

Female 

Male 
Female 
乱1ale

Female 

Takao， 1953 

Yokota， 1956 

Okada and Kynslun， 1955 152 266 362 430 474 

152 273 378 462 524 

162 267 339 399 487 
177 284 364 457 534 522 

120 223 292 

Okada血 dKyuslun， 1955 

Hamada， 1986 

128 259 358 433 

Male 106 171 

Fe古田le 106 195 255 

Unsexed 100 160 210 270 340 400 450 500 
Male 180 230 290 

Female 200 250 310 

Tatara， 1953 

Yo恥ta，1956 

Tatara， 1965 
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昭
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d
e
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U
N
F
K
F
M
F
 Male 147 215 293 348 

Female 149 239 325 412 475 

Unsexed 176 270 340 391 434 
Male 157 210 257 300 338 370 

Fen国le 166 220 276 324 366 403 435 

Male 169 216 256 299 334 376 402 

Female 173 225 284 327 373 419 447 

Bu也uchenko血 dNor， 1978 

Lee et al.， 1986 

Wen etal.， 1987 

Lee血 dYeh， 1989 

Tun墨田dLien， 1965 

Bu金山henkoand Nor， 1978 

Yeh et al.， 1977 

Yehet al.， 1977 

Bay ofBengal， In必a Lenglh frequency Unsexed 254 393 472 517 542 

SouthernEastα1Ina Sea Length宜equencyMale 147 180 211 239 264 287 

Female 154 191 226 257 286 313 338 

Rao， 1984 

Tzeng et al.， 2002 

M国詰3田， India 
Unsexed 123 184 238 285 326 362 394 422 

Lenglh frequency Unsexed 313 4臼 537 572 589 600 Jaiswar et al， 2003 

渡遁， 1990)。従って本研究のように，今後他のエソ

類についても鱗以外の年齢形質を用いて年齢や成長を

再検討していくことが必要であると考えられる。

第 4章 対馬海峡周辺におけるトカゲエソの成熟

と産卵

目的

トカゲエソの東シナ海域における漁獲量は，他の

底魚類と同様大幅に減少しており，その資源状態は

相当低位にあるものと考えられる O 対馬海峡の我が国

EEZ内についてもその資源量は低位にあると考えら

れ， 2そう曳き沖合底曳網漁業によるエソ類の水揚げ

も減少しており， 2006年のエソ類銘柄合計の水揚げ量

は， 1976年の水揚げ量のおよそ9%であった。このた

め， トカゲエソについても資源の評価と閤復が強く求

められている。

魚類は，その種の資源量の変動によって生物学的，

生態学的変化が見られることが知られている O トカゲ

エソと同属であるワニエソについても資源量の変化に

伴う生殖生態の変化が報告されており，資源の減少に

伴って成熟体長の小型化や，同一体長における卵巣重

量の増大などが明らかとなっている(山田ら， 1965; 

山田， 1968)。このワニエソの生殖生態の変化は，サ

イズ組成，資源量，餌環境の変化に対応した補償作用

によるものと考えられている(山田ら， 1965)が，近年，

漁獲圧が個体群の遺伝子組成を変化させていることが

他の種で指摘されており(Jorgensenet al.， 2007)， 

ワニエソについても東シナ海周辺国からの高い漁獲圧

により，遺伝的作用による生物学的，生態学的変化が

起こった可能性が考えられる。トカゲエソについても

資源量変動に伴う成熟，産卵特性が変化することが予

想されるが，これらの変化を捉えるにはまず詳細な生
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物学的情報の整備が不可欠である。前述のように，従

来トカゲエソ類には分類学的な混乱があり，今回扱っ

たトカゲエソはコウカイトカゲエソと同干重であるとみ

なされてきた。このことも災いし水産重要種にも関

わらず，資源生物学的諸特性に関する情報は不足して

いた。

過去の我が国周辺のトカゲエソの生殖に関する知

見はわずかで，瀬戸内海産(南西海区水産研究所，

1972) と紀伊水道産(高尾.1953)の産卵期の推定，

および瀬戸内海産の産卵数推定(瀬戸内海水産開発協

議会 .1989)以外，整理された情報は乏しい。また産

卵期の推定は生殖腺重量や生殖腺指数の変化から推定

したものであり，組織学的観察に基づいて生殖年周期

を推定した研究は過去行われていない。

本研究では，組織学的観察により卵巣の成熟段階を

規定しこれに基づいてトカゲエソの卵巣の月別出現

状況，成熟尾叉長およびパッチ産卵数の推定を行い，

トカゲエソの資源の評価や管理を行うために必要な成

熟，産卵特性に関する情報を詳細に明らかにすること

を目的とした。

材料と方法

3章と同様. 1999年5月から2001年6月に対馬周辺

海域で漁獲されたトカゲエソ，計695個体を用いた。

供試魚は，生鮮状態、で，尾叉長 (FL).体重，内臓除

去重量(BW).生殖腺重量の測定を行った。尾叉長は，

体長測定板を用いて1mm単位で計測した。各重量の

測定については，陸上ではデジタル重量計を用い，体

重および内臓除去重量を1g単位，生殖腺重量を0.1g 

単位で測定した。船上では竿秤を用い，体重，内臓除

去重量および生殖腺重量を 1g単位で測定した。

組織標本作製用に，摘出した生殖腺をブアン氏

液で固定した。また産卵期の一部の個体の卵巣を

10 %ホルマリン液で固定し卵数算定用に20個体の

卵巣を用いた。ブアン氏液で固定した生殖腺の中央

部を切り出し，エタノールで脱水後メタクリル樹脂

(Technovit7100. Kulzer)で包埋した。滑走式ミクロ

トームで2.5μmの樹脂切片を作製し. 1 %トルイジ

ンブルーで染色後，光学顕微鏡で観察し組織観察を行

った。Yamamoto(1956) を参考に，本種の卵の発達

段階を区分し (Fig.26). 組織学的観察に基づいて卵

巣の成熟段階を次の 6期に区分した。

未成熟期 (1mmaturestage: 1m) :周辺仁期 (Perin-

ucleolus stage). 卵黄胞期 (yolk vesicle 

stage)の卵のみで構成される。

発達期 (Developingstage) 最も発達した卵が

卵黄形成前期 (Primaryyolk stage) (小型の

卵黄球が細胞質の周辺部に認められる)もし

くは卵黄形成後期 (Lateyolk stage) (大型の

卵黄球が細胞質全域に認められる)に達してい

る。この期については，卵黄の蓄積状況により

前期 (Earlydeveloping stage: Ed)と後期 (Late

developing stage : Ld)に区別した。

成熟期 (Maturestage : M)・最も発達した卵が

匹胞移動期 (Migratorynucleus stage). もし

くは成熟期 (Maturestage) に達している。

産卵期 (Spawningstage : Spa) 卵黄形成期の

卵と排卵後j慮、胞が認められる。

閉鎖期 (Spentstage : Spe) :多くの卵黄卵で退

Fig. 26. Microphotographs of oocytes at different stages in Saurida elongata. a: perinucleolus stage. b: yolk 

vesicle stage. c: primary yolk stage. d: late yolk stage. e: mature stage. Toluidine blue stain. Bar = 200μm. 
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行が始まっている。

休止期 (Restingstage : R)・退行後期の卵と無

卵黄卵で構成される。

生殖腺指数 (GSI)は次式により求めた。

GS1 = (生殖腺重量 /内臓除去重量) x 100 

尾叉長別成熟度の推定には 5~8 月に採集された雄

212個体，雌144個体の生殖腺組織像を用い，雄では精

小嚢内腔および輸精管内に多量の精子が認められる個

体の出現率と尾叉長の関係，雌では発達期後期，成熟

期および産卵期の卵巣を持つ個体の出現率と尾叉長の

関係を求めた。

パッチ産卵数の推定には成熟期の卵(吸水卵)を有

する20個体(尾叉長261~445 mm) を用いた。予備

的な測定の結果卵巣の部位による吸水卵の出現に差は

なかったため，これらの個体について10%ホルマリ

ンで固定した卵巣の左右中央部よりおよそ0.5gの組

織を切り出し，万能投影機で吸水卵を計数した。計数

した卵数から卵巣全体の吸水卵数を重量法で推定し

尾叉長との関係を求めた。

結 果

1. 生殖年周期

1 -1 .卵巣の各成熟段階の月別出現状況

最小成熟尾叉長以上 (尾叉長別成熟率参照)の個体
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について，卵巣の組織学的観察に基づき，生殖年周期

を調べた (Fig.27)。

発達期前期の卵巣は 2~4 月に多く出現した。 発達

期後期，成熟期の卵巣は 4~8 月で出現した。 産卵期

の卵巣は 5~8 月で認められた。 一方，閉鎖期の卵巣

は 7~9 月に主に出現した。 休止期の卵巣は10月をピ

ークとして 8~12月に出現した。 未成熟期の卵巣は 8

月に出現し，徐々に増加して12. 1月はほぼ全てが未

成熟期であった。

1-2. GSIの月別変化

雌雄の GS1の月別変化を Fig.28に示す。雌の GS1

は 5~7 月にかけて平均 6 を越え. 5月には最大値を

示した。雄でも 5月に最大値を示した。

2 尾叉長別成熟率

雌雄の尾叉長別成熟度を Fig.29に示す。雄では尾

叉長221 ~240 mmで22%. 241 ~260 mmで92%が

成熟個体であった。雄の最小成熟尾叉長は235mmで，

250 mm以上の個体は全て成熟していた。雌では尾叉

長241 ~260 mmで50%. 261 ~ 280 mmで67%の個

体が成熟していた。雌の最小成熟尾叉長は249mmで，

280 mm 以上の個体は全て成熟していた。また雌雄と

もに 3才以上でほとんどの個体が成熟していた。
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Fig. 27. Monthly changes in occurrenc巴 ofvarious maturity stages of ovaries of 

Saurida elongata in the Tsushima/Korea Strait. Only specimens larger than the 

minimum size at sexual maturity (FL = 249 mm) were used for this analysis 

1m: immature stage; Ed: early developing stage; Ld: Late developing stage; M: 

mature stage; Spa: spawning stage; Spe: spent stage; R: resting stage 
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3.パッチ産卵数

バッチ産卵数は最大177.130粒(尾叉長444mm)， 

最少25，77l粒(尾叉長261mm)であった (Fig.30)。

パッチ産卵数 (BF粒)と尾叉長の関係は，

BF = 0.00l61FL2.98 (r2
= 0.73) 

で示された。
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Fig. 28. Monthly changes in th巴 meangonadosomatic 

index (GSI) for male and female Saurida elongata. Bar = 
SE 
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考 察

瀬戸内海産トカゲエソの産卵期は. GSIが上昇する

5~9 月で，その盛期は 6~7 月と推定されている(南

西海区水産研究所， 1972)。また山口県内海での産卵

期は 5月中旬から 8月中旬(前JlI. 1961).紀伊水道

のトカゲエソについては生殖腺重量の増加から， 5~ 

7月と推定されている(高尾， 1953) (Table 5) 0 し

かしこれまで，組織学的観察から本種の生殖年周期を

詳細に検討した報告はなかった。

本研究では組織学的観察により卵巣の成熟段階が規

定され，それに基づいてトカゲエソの産卵期，成熟尾

叉長およびパッチ産卵数の推定が行われた。卵巣の組

織学的観察を行ったところ. 12， 1月はほぼ全ての個

体が未成熟期の卵巣を持っていたが， 2. 3月にかけ

て卵巣は次第に発達し発達期前期に達することが分

かった。 4月からは成熟期の卵巣を持つ個体が出現し

たため，産卵が開始されたと考えられる。 5，6月に

は，産卵期もしくは成熟期の卵巣を持つ個体が7割程

度を占め，この期間が産卵盛期にあたっていると推察

された。 7月には産卵期もしくは成熟期の卵巣を持つ

個体が多く出現したものの閉鎖期の卵巣を持つ個体が

3割程度現れ，産卵盛期は過ぎているものと考えられ

た。 8月からは休止期の卵巣を持つ個体が現れ，その

割合は10月にかけて次第に増加した。また 8月には未

成熟期の卵巣を持つ個体が再び現れ，その割合は12月

にかけて増加した。このような，各発達段階の卵巣の

月別出現状況から， トカゲエソの産卵期間は 5月から

8月にわたり，その盛期は 5月から 6月であると考え

られた。これは GSIの変化の状況ともほぼ一致した。

またこの結果は，瀬戸内海産，山口県内海産，および

紀伊水道産のトカゲエソについて従来推定されていた

産卵期とも概ね一致する。また本研究では. GSIが5

を上回る雌は概ね発達期後期，成熟期， もしくは産卵

期の卵巣を持っており，産卵に加入しているものと思

われた。

さらに，産卵期の卵巣の組織学的観察によると，排

卵後櫨胞と同時に成熟卵，距胞移動期の卵を持つ個体

も頻繁に出現したため，本種は 1産卵期に複数回産卵

するものと考えられた。排卵後櫨胞の形態の詳細な観

察や時間帯別の卵巣の状態の観察には，船上で得られ

る新鮮な個体から卵巣を除去し直ちに国定すること

が望ましい。しかし本種が多く漁獲される対馬海峡厨

辺の沖合底曳網漁業は 5月中旬から 8月中勾までが休

漁で，これは本種の産卵期にあたる。このため沖合底

曳網漁船に乗船して得られた供試魚、のうち産卵中と思

われる偶体はわずかで，卵巣の時間帯別発達状況の観

察や産卵時間の特定はできなかった。

パッチ産卵数は尾叉長300mmで約19.000粒，尾叉

長400mmで約69.000粒と推定された。過去，本種の

産卵数は29.000~138.000粒と推定されている(瀬戸

内海水産開発協議会. 1989)が，体長等との関係は不

明であった。パッチ産卵数は DailyEgg Production 

Method (DEPM)で資源量の直接推定を可能とする

ために必要となる，資源生物学的に重要な指標である

(Hunter and Macewicz. 1989)。年間産卵量を推定す

るにはパッチ産卵数に加えて産卵回数の値が必要とさ

れるため，今後排卵後樟胞の消長過程や卵の発達様式

について明らかにし産卵頻度を求めることが，本種

の資源管理を行うにあたり有用となろう。

再生産能力が資源量の変動によって変化すること

がマイワシ(森本. 1998)やカタクチイワシ(鶴田・

高橋. 1997;銭谷・木村. 1997; Funamoto and Aoki. 

2002)等で報告されている。一般に，競合個体の減少

によって館環境が改善すると，成長が良くなるとと

もに再生産への投資も増加する (Heinoand Kaitala. 

1999)。この結果，卵数の増加，卵黄蓄積の増加に伴

う卵控の増大，産卵期の長期化などが起こると考え

られている (Rijnsdorp.1993)。東シナ海，黄海の底

魚、資源に関しでもこのような現象が多数報告されてお

り，ハモの成熟年齢の低下(三尾ら， 1975)，キグチ

の成熟年齢の低下(三尾ら. 1975)，アカアマダイの

産卵期の長期化(築山・多部田. 1997)，ウマヅラハ

ギの成熟体長の小型化(杉浦・多部田， 1998)，キダ

イ同年齢群の小型化および成熟年齢の低下 (Okiand 

Tabeta， 1998). コウライマナガツオ同年齢群の小型

化 (Buoyら， 1998)，タチウオの群成熟率の上昇(山

田.1971;呉・多部田， 1995)および産卵数の増加(山

田， 1971)等が明らかとなっている。トカゲエソと同

属のワニエソでは，資源量減少に伴って最小成熟体長

が小さくなり，卵巣重量や抱卵数が増加したことが報

告されている(山田ら， 1965;山田， 1968)。

これまで，こういった現象はサイズ組成，資源量，

餌料供給量の変化に対応した補償作用によるものであ

ると考えられてきた。しかし近年，資源量の減少に伴

う生殖生態の変化は，補償作用のみならず僧体群の遺

伝組成の変化にも起因することが指摘されるように

なってきた (Olsenet al.， 2004 : Yoneda and Wright， 

2004 ; ]orgensen et al.， 2007)。これに基づくと，ワ

ニエソの最小成熟体長の小型化，卵巣重量や抱卵数の

増加は，成長により多くのエネルギー投資を行う個体

に比べ，再生産に多く偏ったエネルギーを投下する個

体の遺伝形質が選択的に残ったために起こったと考え

ることもできる。ワニエソに関して成長の変化や栄養
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状態に関しての知見は不足しており，ワニエソの生殖

特性の変化の要因を特定することは困難であるが， ト

カゲエソについても向様に生物特性の変化が起こって

いることは充分考えられ，個体群の遺伝的な変化が起

こっている可能性もある。

個体群の生殖特性の変化が一時的な環境変化に起因

する場合は，環境が元に庚れば生殖特性も元に戻ると

考えられる。しかしある遺伝形質を持つ個体の選択

的な漁獲により個体群の遺伝子組成が変化してしまっ

た場合，個体群の持っていた繁殖特性の多様性は失

われる可能性がある O このような多様性を失った個体

群は環境変動に対して脆弱になっていると考えられて

おり，また資源としてみると回復力を失っていること

も考えられる (Olsenet al.， 2004)。メイン湾とジョー

ジ、パンクの大西洋マダラ (Barotet al.， 2002)， North 

Sea plaice (Grift et al.， 2003)， Northeast Arctic cod 

(Heino et al.. 2002)およびNewfoundlandAmerican 

plaice (Bar叫 etal.， 2005)などでは，乱獲によって一

時は資源が壊滅状態に陥った。その後厳しい資源管理

により漁獲圧は軽減したが，これらの資源は遺伝的要

因による生殖生態の変化を起こしてしまっており，生

殖特性は元の状態に戻ってはいないという。このこと

が，漁業管理が行われているにも関わらず資源が回復

しない一つの要因となっているのではないかと考えら

れている (Olsenet al.， 2004)。

本研究で、扱ったトカゲエソに関しては，過去の知見

の不足のため，現段階で資源量の増減による生物特性

の変化について検討することはできないが，今後の資

源量変化によって本種の成長や生殖に関する特性が変

化することは充分考えられる。資源を高度に評価，管

理していくには，こういった生態変化を捉え，その原

因の検討-も可能とするような生物情報のモニタリング

体制の構築が必要であり，継続して成長や成熟特性に

関する情報を蓄積することが必要で、ある O
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ム構築実証化事業において漁獲され，提供されたもの

を含む。
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東シナ海産クロエソ Sauridaumeyoshiiおよび対馬

海峡産トカゲエソ Sauridaelongataの資源生物学的

研究

酒井猛（西海区水産研究所）

クロエソ， トカゲエソを含むエソ類は我が国各地の

沿岸，東シナ海等で漁獲され，高級練り製品の原料と

なる水産重要種である。しかしながら，我が国周辺の

エソ類についてはかつて分類学的混乱があり，資源管

理に必要な生物学的知見の整備は立ち後れていた。本

研究では，分類学的にマエソと混同されていたクロエ

ソ，コウカイトカゲエソと混同されていたトカゲエソ

の2種について年齢，成長および成熟，産卵に関する

資源生物学的特性を解明した。

第l章： 1998年4月から2000年4月に東シナ海で漁

獲されたクロエソ計1,052個体を用いた。耳石最外縁

部における透明帯の出現率および縁辺成長率の月別変

化から，標示は年1回， 12～ 3月に形成されると考え

られた。

雌雄の成長式は次式により示された。

雄： FL1=421.7 (1-e -o.162C1+1.24J) (1三t三8)

雌： FL1= 489.4 (1 -e o.160 ct+ o.9sl) (1三t三10)

これらの成長推定結果より，雌は雄に比べ寿命が長く，

成長も良いと考えられた。寿命は，雄で8歳，雌で10

歳程度と考えられた。また，過去に行われた鱗による

エソ類の年齢査定は年齢を過小評価していた可能性が

示唆された。

第2章： 1998年4月から2000年4月にかけて東シナ

海で漁獲されたクロエソ計1,052個体を用いた。組織

学的観察に基づき，卵巣の成熟段階を未成熟期，発達

期，成熟期，産卵期，閉鎖期，休止期の 6期に区分し

た。成熟期あるいは産卵期の卵巣を持った個体は4～

12月で認められ，特に 6～ 9月にかけて高い頻度で出

現した。雌の GSIは6～ 9月にかけて高く， 8月に

は最大値を示した。雄では6月に最大値を示した。こ

れらのことから，本種の産卵期間は6～ 9月を盛期と

して， 4～12月の長期にわたると考えられた。最小成

熟尾叉長は雄180mm，雌228mmであった。時間帯

別の卵径組成および卵巣の組織観察より，本種では産

卵直前に卵径600～700μmの卵黄形成後期から匪胞

移動前期の卵で構成されるピークが形成され，そのピ

ークからいくつかの分離卵群が形成されるという産卵

様式を持つと考えられた。さらに，この分離卵群は早

い間隔で成熟，排卵が進行していき，クロエソは一度

産卵が始まると数日間連続して産卵することが示唆さ

れた。また，この一連の産卵が終わると，卵黄形成後

期の卵が発達することによって再び卵径600～ 700μm
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のピークが形成され，同様に一連の産卵を繰り返すと

考えられた。パッチ産卵数（BF粒）と尾叉長の関係は，

BF= 1.70×10 8 FL4'88 (r2 = 0.49) 

で示された。

第3章： 1999年5月から2001年6月にかけて対馬海

峡周辺海域で漁獲されたトカゲエソ計695個体を用い

た。鱗と耳石で輪紋の読み取り精度を比較した結果，

鱗の輪紋数は耳石に比べ著しく少なく，鱗による年齢

査定は年齢を過小評価すると考えられた。また耳石に

よる読み取り精度が鱗による精度を上回った。耳石最

外縁部における透明帯の出現率および縁辺成長率の月

別変化から，標示は年1回， 11～ 2月に形成されると

考えられた。

雌雄の成長式は次式により示された。

雄： FL1 = 422.3 ° """02日2(t+l.30)) (1 ~三 t:::.; 10) 

雌： FL1= 512.6 ci-e-0.151 Ct+t.45l) (1三t三11)

これらの成長推定結果より，雌は雄に比べ成長も良

いと考えられた。寿命は，雄で10歳，雌で11歳程度と

考えられた。また，過去に行われた鱗によるエソ類の

年齢査定は年齢を過小評価していた可能性が示唆され

た。

第4章： 1999年5月から2001年6月にかけて対馬海

峡周辺海域で漁獲されたトカゲエソ計695個体を用い

た。組織学的観察に基づき，卵巣の成熟段階を未成熟

期，発達期，成熟期，産卵期 閉鎖期，休止期の6期

に区分した。成熟期あるいは産卵期の卵巣を持った個

体は5～ 8月で認められ，特に 5. 6月に高い頻度で

出現した。雌の GSIは4～ 8月にかけて高く， 5月

には最大値を示した。雄でも 5月に最大値を示した。

これらのことから，本種の産卵期間は 5. 6月を盛期

として， 5～ 8月にわたると考えられた。最小成熟尾

叉長は雄235mm，雌249mmであった。パッチ産卵

数（BF粒）と尾叉長の関係は，

BF = 0.00161FL2・93 (r2 = 0.73) 

で示された。
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イルカのソーナ一能力の魚群探知機への適用に関する

研究

今泉智人（水産工学研究所）

水産資源の持続的管理・利用が求められており，そ

のための水産資源調査に計量魚群探知機を用いた音響

資源量調査が現在広く行われている。音響を用いた資

源量調査は，広範囲の資源量を直接迅速に推定できる

強力な方法である。しかし未だ音響手法のみで魚種


