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Fishery Biology of the Common Dolphin , Coryphaena hi ppurus 

           L., inhabiting the Pacific Ocean.

Shumpei KOJIMA

    Although Cory phaena hi ppurus , the dolphin, is cosmopolitan 

in tropical and subtropical waters, comparatively little study 

has been done on the fish, excepting the general work on the I 

Atlantic dolphin by Gibbs and Collete (1959). And especially, 

the biology of the fish in the Pacific and the Indian Oceans 

has been left unknown likewise the ecology of the fish. 

    The dolphin migrates into Japanese waters from early 

summer t o autumn.

The mean annual catch of the fish in recent five years (1957-

 1961) amounts to 10,000-1 .5,000 metric tons, two thirds of 

which are caught in coastal waters of the western region in 

the Japan Sea, composing one of the important commercial fishes' -

for coastal fisheries in this region (Table 1 ). From the 

ecological stand point, it may be noteworthy that the dolphin 

shows interesting habit to gather around flotswus. Taking 

abvantage of the habit, ,Shi i razute fishery is extensively 

carried on especially in the western region of the Japan sea . 

    The purpose of the present paper is to describe from the 

stand point of the fishery bioiogy the characteristics of the 

fish concerning with the ecology and the fishing condition as 

 well as the stocks.

Distribution and Migrationg

  In the Pacific Ocean, the dolphin lives all the year round in-

the waters within latitude 300 of the both hemisphere and 

performs seasonal migration into the waters of higher latitudes



as shown schematically in Fig. 8. In the northern hemispheres 

  the fish begins to increase in their population density in 

  the waters of latitude o-10 ° N. from November to December 

  with ripening of gonad, then the fish begins to spawn from 

  January- to February. The same phenomena are observed from 

  March to April at about latitude 20 ON. , and from May to June 

  at lat. 3 0 °N. Some schools of the fish migrate even into the 

  waters higher than lat. 4 0°N. during the periods when the 

  temperature of sea water rises to the highest in the year, 

  and it may be considered that the isotherm of 20°C in 

  surface layer indicates the migrating limit of the fish 

  (Fig. 6 ). 

      The fish begins to move southwards with the drop of the 

  water temperature. The dense schools of the fish appear 

  from Septemver to October at lat.30°N. and from October to 

  November at lat . 2 0° N. These schools are almost composed 

  of small immature fish. The seasonal migration in the 

  southern hemisphere shows a reverse tendency as in the 

   northern hemisphere according to the reverse transition of 

  seasons in each hemisphere. It seems that there are two 

  races of dolphins living separately in eachphemisphere. 

      As for the northern limit of migration, the schools 

  migrating northwards through along the Japan Sea side of 

 Japan extern, to the Soya Straight( lat. 45°30,N ). But, 

  the migrations of the fish along Pacific coast and in the 

  coastal waters of the continent extend only to lat.42°N. 

  The fish migrates neither into coastal waters in the 

k 

  Yellow Sea nor into P& Sea. 

      According to the results of tagging experiment in the 

  western region of the Japan sea, the fish schools migrate 

  northwards in summer and reversely in autumn (Fig. 4, Table 

  2, 3) . All fi she s recaptured by 27.2% in recapture rate were 

  caught under T suk e g i .



 Judging from the data by doiphin purse seines, tuna long 

lines and. angling, the fish seems t o swim in upper layer of 

the sea, shallower than 10 m layer at deepest. They always 

try to escape horizontaly and never to dive downwards. 

The swimming layer of dolphin must not extend t o deeper than 

20-30 m, though the layer naturally change with growth of 

the fish.

Reproduction and Growth

   According to the botly length compositions of the dolphins 

migrating into Japanese waters, schools in early season(June) 

are composed mainly of larger fishes, more than 70 cm in 

fork length, and those on and after August mainly composed 

of smaller fishes, about 50 cm. (Fig. 18) . Comparing size 

compositions of the dolphins in the waters of lower latitude 

with those in the waters of high. latitude, the formers are 

larger than the latter in general. (Fig. 7, Table 4 ). The 

relationship of body weight (W) to body length (L)in fork 

length) in dolphins is represented by following formula:

    According to the result of age estimation using Bertalan-

ffy' s equation, the dolphin is considered to reach about 

38 cm, in length in the first year, about 68 cm in the second, 

9 0 cm in the third, 108 cm in the fourth, 12 2 cm in the fifth, 

and the biological maximum size is estimated to be about 175 

cm (Fig-20,21).

    There exists a definite difference between the shapes of 

heads in matured individuals of both sexes, but it is 

difficult to distinguish both sexes by external appearence 

be foe e they reach 4 0 cm in length. 

     Gonads of the fish develop as follows; Existence of



gonads become to be visible to the naked eye when the fish 

grow up about 20 an in length. It becomes possible to 

distinguish both sexes with the naked eye when the fish 

reachs 40-50 cm.

It is supposed that a part of 1--age dolphins participate in 

spawning, for fully developed ovaries become to be found in 

the fishes larger than 55 cm in fork length (Table 6). 

As for sex ratio of the dolphin, females outnumber males in 

earlier fishing season and with the approach of the spawning 

season the number of both sexes become to make no great 

difference (Table 5). Judging from the results of the 

studies with the larval net, the dolphins in the neighbour-

ing waters to Japan are considered to spawn from May to 

September in the waters of the temperature at the ranges 

from 23 to 30°C, and the chlorinity 185-19.5 %,.

Feeding Habits

    Feeding habits of the dolphin change with growth of the 

 fish as follows;Juvenile dolphins up to 4 cm in total length 

 mainly feed on copepods such as C'al anus,Scol e ci thrix,Gncaea, 

 etcd and thereafter they begin to feed on other juvenile 

 fishes such as saury,yellow tail,Girell a punctata, file 

 fishes, etc., ('T'able 9) . Young fishes after 18 cm in fork 

 Length feed maily on pelagic juvenile of fishes such as 

 anchovy, red mullet, flying fish, etc. (Fig. 22). Adult fishes 

 more than 50 cm in fork length feed mainly on pelagic fishes. 

Although organisms which compose food items of dolphins are 

multifarious, they are equally restricted to surface 

 swimmers (Table 10). As supposed from the swimming layer 

 of the fish, feeding places of dolphins are limited to 

 extremely upper layer of the sea. Examining the relation-

 ship between the compositions of food items in stomachs of



dolphin and the faunistic compositions in the sea surface, 

the following fact was found:Dolphins become to feed on 

juvenile fishes, which ordinary are the secondary food 

organisms for adult dolphins, when the primary food organisms 

--adult of pelagic fishes -are wanting. So we can estimate 

the state of population of pelagic fishes to a certain extent 

through examining stomach contents of dolphins. Larval 

fishes which make food items for dolphin are limited to those 

species which have a nature to school or a nature to accompany 

flotsams (Fig. 3 0) .

Shi i ra-zuke Fishery

    In Ski ire--nuke fishery, bamboo rafts called Tsukeq i as 

shown in Fig.-32 are set afloat in the fishing ground. When 

dolphins gathered under Tsukeqi ,fishermen catch them with 

a purse seine net. The usual process of purse seine operation 

are shown in Fig. 3 3 and Fig. 34. 

Besides dolphin, 24 species of fishes belonging to 12 families 

were gotten under Tsuke qi (Table 16). Of the total catch, 93-

9 6% were occupied by dolphins, 1.5-3% by file fishes and 0.1--

0.5% by Car anx (Table 14). 

    It is shown in Fig. 36 how many dolprins gathered daily 

under single Tsukeqi. Maximum individual ntunber of dolphins 

observed under Tsukegi was 1,10o, while the same under a mass 

of drifting sea-weeds was 1,670. In general the fish prefers 

drifting substances to Tsukeqi which are anchored (Fig-38). 

    The sp.acial distribution of fishes around Tsukege i by 

species is as a basic patpern like as shown in Fig. 39. 

Dolphins usually swim about the places 10-15 m to the 

current-Ward from Tsukeqi and are seen seldom in the other 

places. Each of other species of fishes seems to show a 

peculiar distribution too, vertically according to the body 

size and horizontally according to the feeding habit of them



( Table 17. )

Significance of Tsukegi to Dolphins

    The reasons for which the dolphins is attracted under 

Tsukegi were studied from three view points, that is, the 

shade, the sound and the food. The orientation to the 

optical stimulation must be one of the reasons #'or which 

dolphins gather under T; uke g i - , but at the same time it is 

difficult to explain enoughly the phenomenon that thousands 

of the fish often gather under single T s uk e g i anchored, only 

by the optical orientation. Tsuke gi sounds a noise different 

from the usual noises in the sea,and it is possible to 

detect the noise about 1 km far. It is considered that only 

through the auditory stimulation thousands of dolphins can 

gather towards Tsukeqi from a distant (Fig. 43) . It must not 

be the reason but the result of the orientation to drifting 

sea-weeds that dolphins feed on the organisms accompanying 

drifting sea-weeds. It seems that, however, the atundance 

of food organisms around the flotsam have influence on the 

staying time of dolphins under them. This must be the 

reason why dolphins gather under old Tsukeqi better than 

 .der new ones (Table 18, Fig-40). 

   Considering synthetically, it is difficult to attribute 

the behavior of dolphins gathering under Tsuke gi to a single 

element, however, it is sure that the optical stimulation and 

the auditory stimulation play an important role here. It is 

doubt that food environment play any role in attracting 

dolphins towards Tsukegi. But considering on the ecology, 

especially on the feeding habits from juvenile and young 

stages of the fish, dolphins must be. benefited consequently 

by accompanying Tsukegi.



Fishing conditions

   In adjacent waters to Japan, the dolphin begins to be cauget 

when the surface water temperature has risen to 1800. The 

optical tempereture for dolphin fisheries is 23-3 0 ° C , j us t 

same as in the waters of lower latitude (Fig-45). It seems 

that 31% is lower limit of salinity for the dolphin, so 

migrations into coastal regions of the yellow Sea and the IP 

Sea have not yet been known. While the degree of salinity has 

a relation to the turbidity and the transparency of the sea, 

and the turbi di ty has the most important effect upon the 

fishing conditions of the fish.

     Meteorological elements also have a great influence upon 

 the fishing condition of the dolphin. The catch becomes 

 greater with improvement of weather after passing of 

 depression, and in the opposite case the catch decreases in 

 quantity. The wind toward the Land brings a good catch, while 

 the wind toward the offing results in a poor catch (Table 20), 

 and this seems to be caused by the increasement of turbidity 

 following the movement of water mass by the drifting current.

    As for biological elements, the abundance of food 

organisms affects the fishing conditions of the dolphin. 

Comparing the fishing conditions with the mean stomach content 

weights of schools for recent three years, the greater the 

fromer is,the better the latter is (Fig. 5 0) . It is probable 

that dolphins gather better and stay longer under Tsukegi when 

the food organisms are abundant.

;State 'of Stock

    Considering from a view point of fishing gears and fishing 

methods of dolphins in the first place, 93° of the total catch 

in Japan are yielded by three kinds of gears; the angling, the 

long line and the purse seine net(Table 13). Moreover in the



Pacific Ocean, dolphins are only byproducts of tuna-and 

bonito-anglings and--long lines. This fact has an important 

significance concerning the maintenance of stocks(Fig. 31) 

On the contrary in Japan Sea, the fish is caught efficiently 

by the purse seine -- ,phi i razuke fishery. But the schools 

migrating into Japan sea are no more than a small part of 

the stocks migrating into the adjacent waters of Japan. 

Moreover, the fishing ground of Shi ira zuke fishery is 

naturally limited in the shallow waters on continental shelf. 

   Such being the case, it is considered that the fishery of 

the dolphin is, at the present, not so powerful as to,-exert 

a harmful influence upon the maintenance of stocks. 

   Concerning with the ecology of the fish, the school of 

spawning fishes migrate seldom into the waters of high lati-

tude, but they spawn, for the most part, in the waters of 
'Lo

w-latitude. Furthermore, the fish becomes to participate 

in the breeding at full one year old. 

   Patting the above mentioned facts together, it is not 

considered that the fisheries of the dolphin give any blow 

to the repoduction of the fish. 

   The growth rate in young stages of the fish being 

considerably great, the fish soon becomes to occupy a 

position of the final consumer of the food chain among the 

oceanic fauna. This may be advantageous to the fish in the 

struggle for existense as well as in the maintenance of the 

stocks.



緒 言

研 究 の意 義 ・ 目的

シ イ ラ Coriphae na hi ppurus L INNS' は シイラ科 Coryphaenidae こ属する

亜熱帯性の回遊魚であ り,わ が国ではオホーツク海が来遊の北限である。本邦近海にみられるシイ

ラ属 に は,こ の他 にエ ビス シイラCoriphaena equiisetis L. ウ竃あ るが,前 者に 較 べ

極めて数が少なく,産 業的にも重要度が低い。それゆえ・,本研究はもつばらシイラを対象としてお

こなつた。

農 林省 統 計 調 査 部の農 林水 産 統計 表t"eCよ れば,1957・ 」61年 の5か 年 間の わ が 国 に お け る

シイラの 総 漁獲量 は毎 年1万 ～1.5万 トンの間 に ある。 これ は魚 類 総 漁 獲量の 僅かveo.2S%に 過

ぎないが ・シィフは夏秀の短期聞に漁獲されるものであるから・明 から10月 だけについてみる

と,そ の漁獲高は同期の総 漁獲量のO.65%を 占め,そ の2,/3は 長崎県か ら福井県にいたる対馬

暖流域の沿岸漁場で漁獲されてい る。 このよ うな漁場における夏季のシイラの漁獲高は夏季の総漁

獲量め5%に および ・夏季における魚種別漁獲高順位は年により第2～6位 を占め,こ とに,沿 岸

漁業において 占める比重は大きいものがある。

最近,沿 岸漁業の全国的な不振に伴ない,そ の振興策が色々と論議されている。 しかしi沿 岸性

魚類資源の利用の可能性がゆきづまつた状態にある現状においては,シ イラのようにある程度の余

裕ウミ予想される資源を充分に活用することこそ必要であろ う。

シイラは海面に浮遊する流木や流れ藻などの近 くに集まる習性がある。 この習性を利用して 、海

面に潰木を敷設し集まつたシィラを旋網または釣で捕獲するシィラ漬漁法が古くから広 くおこなわ

れてきた。漁法が特異なために本種の生態は多 くの人 々の関心を引き,多 くの経験が語られている
』
けれども,シ イラに関する科学的知識は必ずしも充分 とはい えない。ことに,漬 木に集まる原因に

つヤ'ては殆んどわかつていない・そこ為 漁業生物学的な立場から・糎 の もつ隼態 ・漁況・資源

に関する特性を明らかに して,シ イラ漁業の発展 と安定化とに資すことがこの研究の 目的である。

すなわち,第1章 では日本近海や太平洋・印度洋における分布 ・回遊を明らかにし,第2章 では産

卵や成長に関する生活史を追求し,.第3章 では食性について検討を加えた。第4章 で「はシィラ漬漁

法の特異性を述べ,第5章 では本種 と漬木および流木 ・流れ藻などとの関係を考究し,第6章 では

漁況とそれに影響をおよぼす各種要因との関係について述ぺた。

最後に全体の総括と してt第7章 で現在および将来におけ・る資源の変動状況につ いて生物学的な

立場から総合的な考察を加え,も つて本種漁業の現況を明らかにすることに努あた。

シイラに つい ての過去 の研究

シ イ ラ for phaena h i PP urus L は LUTKEN (1880)に よつ て エ ビス シ イ ラ

*「 漁業養殖業漁獲統計表」を習慣に従い 「農林水産統計剥 と略称する。



CoriAphaena equi i se t i s L ・と分 離 し記 載 さ れて 以来:・

などによつて形態学的研究がなされ,最 近では

JORDAN •EVERMANN (1896)

GIBBS.COLLETTE (1959) の大西洋産のものに

つい て 形 質的特 徴 と相対 成 長の 研 究が あ る。 日本近 海 産 の もの に つい て は内田(1935)が 初 め て

記載 して お り,内 橋(1953)の 脳 形 態の 研 究が ある。

地理的分布については,大 西洋における採集記録の北端として

3)は カナダ南東部NQ臓 騨 禅畔 島の

(1927)が ア フ リカ南 端の

Halifax 港と

VLADYJ.l+n'ti -MCKENZIE (1 95

Bedford Basin を記録し,南 端として

Cape Seas,Table Bay,Fa1se Bay.

とを報 告 して い る。棚 略 的 な分布 に つ いて は,大 酉洋 に つ いて

BA RNA RD

でそれぞれ標本を得たこ

GiBBS•COLLETTE( i959) の

太平 洋 に つ いて 児島(1964)の 記 述 が あ る。

生態学的研究に偶 ・ては, GI BBS . COLLETTE (1959)が 大 西洋 の,内 田(1924)が 日本 海

西区 の産 卵期 をそれ ぞ れ推 測 し,発 生 に 『Pt・ては水 戸(1960)の 研 究が ある。 稚 魚 につい ては ・

-LJU TK EN (1880),内 田(1924), :FOW:LER (1928),中 村(1934),千 田(1954)の 記 載 が

あるが,近 年稚魚の時・空間的分布が次第に明らかにされ ・内田 ・道津(1958)が 対馬暖流域の ・

服部(196め が黒潮流域の出現状態についてそれぞれ報告している。食性については断片的な記載

であ るが, STTYEHIRO (1942) SCHUCK (1 951) JEST ER•NAKAMURA (1 957) , G-I-

BBS.COLLETTE (1959) ,横 田 。そ の他(1961),児 島(1961)な ど の 報 告 が あ る。

漁況 に関 す る 研究は,日 本海 産 の もの につ い て児 島(1955・1956・1960。1963・

1964)と 岡地(1958)の 報告が あ るに す ぎない。
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第1章 分 布 ・回 遊

第1節 日 本 近 海 の 漁 期 と漁 場

太平洋を北上 してきた シイラ魚群の一部は,日 本列島に沿つて南北に季館回遊を行なうので,日

本沿海 こはおのずから漁期 ・漁場が形成されてくる。Table1は1953…1962年 の過去10

か年聞について,白 本沿岸全域の海区別漁獲量を表示したものである。それによると,日 本海西区

と東支那海区とで全国総漁獲量の約60%を 漁獲している。同じく,主 な道府県ごとに毎月の平均

漁獲i量の周年変化を図示したのがFigr;1で ・これから各府県の最近の漁獲量と漁期を知ることが

でき る。

Table 1. 日本近海における海区別 の漁獲伏況

Annlal catches of dolphins by regions in the adjacent 

waters to Japan,

(Unit : Metric tons)

1.太 平 洋 沿 岸

主 な シィ ラ漁 場 を南 か ら順 次 に 列挙 して い くと,宮 崎 県よ りの豊 後 水道 ・土 佐 湾 ・香川 県 よ り

の播 磨灘,和 歌山 県 か ら三重 卿 こわ た る熊野 灘 沿岸 な どで ある。

漁期 に つ いては,大 分県 ・高 知 県 ・愛 媛県 ・香JiiPt.の沿岸 で6～11月 であ り,シ イ ヲ漬 ・延 縄

に よつ て7月 頃 体長*1。 。～12。,mの 大 型 魚,8月 購 は 、。～ 、 。,"の,1、型魚 が漁 獲 されて い

る。 和 歌山 県か ら三 重 県沿 岸で は5～9月 に延 縄 ・曳 縄で 漁 獲 され て い るが,5～7月 頃 の 魚体

は体長120cnt位 の もの であ り,8～9月 頃 に は30～50emの もの が多い。 相漠 灘 は6～11

月に は延 縄 で漁 獲 され ・盛 漁期 は8～9月 で あ る。 千 葉 県沿 岸 では,7～10月 に かな りの 漁 獲

が あるが,岩 手 県 沿岸 ではほ とん ど 漁 獲され てい な い。 茨木 県 。宮城 県 沿岸 では8～11月 に メ

ジ 。ヵ ツ オー 本釣 に若 干 の 混 獲が あ る。 しか し,統 計面 で千 葉県 以南 の沿 岸に ほ とん ど 周年にわ

*シ ィ ラの 体 長 はすべ て尾 叉長 とす る。
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たつて何らかの水揚があるのは,マ グロ・カツオの遠洋漁業によるものが大部分を占めており,

以北の茨木県 。宮城県沿岸の漁獲高にもそのような点が認められる。

北海道の漁期は8～9月 で ・渡島 ・胆振 ・日高沿岸で極bt?て僅かの漁獲があるが,襟 裳岬以北

の沿岸では漁獲ざれていない。この海域は三陸沿岸を北上してきた魚群の北限 と疲り,し ばらく

滞溜した魚群は初秋に再び南下移動に転じると思われる。さ射こ,日 本海から津:軽海峡を抜けて

太平洋へ出てきた魚群も,盛 夏にちようどこの海域で太平洋側のものと合流するものと推察され

る。

Fig .2は1959年8月 上 旬に お けるオ ホー ツク海 お よ び北 海道 周辺 の表面 水温 分 布図 で あ

る(気 象庁全 国 海 況 旬報Ne.462)。 この海 域 の 表面 水 温は緯 度の 高 低 より も,沿 岸 に 沿 う

海流の暖寒に よつて,よ り強い影響を受けている。すなわち,日 本海側は対馬暖流域に当たるた

め水温が高 く,次 いでオホー・ツク海側が対馬暖流支流の流入によつて高いが,太 平洋側はオホー

ツク海寒流の直接の影響を受けるためもつとも魯 ・。この水温分布と,根 室。釧路海域の漁況か

らみて,オ ホーツク海側沿岸の魚群 と太平洋 側沿岸の魚群 との間は連続していないことが明らか

で あ る。

Fig. 2. オホーツク海における8月 上旬の表面水温分布

Is otherms of surf acewa ter in the Okhotk Sea, early 

in August. 1 9 5 9



　また,千 葉県の房総半島を境として以北の海域に漁獲の対象とするほどの魚群が認められないのは,

三陸沿岸が親潮の影響を受けるため,本 土温 ・に北上 した黒潮が房総半島附近か ら流路を東沖合に転

じ流過するためである (Fig. 12) 。魚群は黒潮に沿つて北上するか ら,沿 岸の漁獲の山は8～9

月の1回 ぎり であ り,そ の反 面 ・10～11月 頃 に も40。 ～42。N,150。 ～151。Eの 海 域 に魚群

が潮境 に沿つ て 散 見さ れ る(東 北 海区水 研,1950)。

2。 日 本 海 沿 岸 ・

日本海本土側の主な漁場を南から順次に列挙していくと,東 支那海の男女群島 ・.五島灘 ・天草西沿

岸・対馬列島 ・福岡県の沖の島周辺などがある。さらに,日 本海に入ると山口県沿岸から島根県隠岐

島にいたる一帯 ・若狭湾 ・能登半島周辺 ・佐渡が島周辺 ・秋田県男鹿半島西岸があげられる。

漁期については,長 崎県から福岡県沿岸tcかけてシイラ潰で5月 上旬から10月 下旬にわた り漁獲

される。山口県から島根県でも潰漁業で多獲され,漁 期は6月 中旬から10月 中旬で,盛 漁期は7～

9月 である。魚体は6～7月 には大型魚が相当の割合で混獲されるが,8月 以降は体長40・ ・vS6ent

の小型魚の割合が多くなる。能登半島から秋田県沿岸にかけては7～10月 にシィラ漬 ・延縄・曳縄

で漁獲されるが,盛 漁期は8～9月 の1回 である。青森県沿岸では7～10月 に 日本海 ・津軽海峡で

曳縄,陸 奥湾で定置緻こ若干混獲されている。北海道西岸では8～9月 に僅か漁獲されるが,漁 獲高

は太平洋側よりも多い。

以上について,能 登半島以北の沿岸では漁獲り山が9月 の1回 しか認められないのに反して,九 州

沿岸で7月 と9月 の2回 形成されているのは,前 者において魚群の北上 ●南下が短期間に行なわれる

に対し,後 者では往復に長期聞を要し,北 上群と南下群とが比較的明確に分離することによるものと

想 像 され る。

こ オホーツ ク海 沿岸

北 海道 のオ ホー ツク海 側沿 岸 では9月 に限 り漁獲 さ れ てい る。 最 近,も つ とも漁獲の あつ た年 を

あげ る と1,956年(15ト ン)・1961年(26ト ン)で,漁 獲 の総 て は 網 走沿 岸(44。N)

で揚 げ られ てい る。 この よ うな事実 を海 況 か ら推 察 す る と,オ ホ ーツク海 へ回 遊 して き た魚群 は輩

海 道西 岸(日 本 海 働 を 盛 夏に 北上 し,宗 谷海 峡(45。30'N)を 廻 つて ぎ た もの とみ な され る。 魚

群がさらに北方のどのあたりまで回遊 して行くかは明らかでなし㌔

こめ海域の水温は7月 になるとかなり上昇して くるが,カ ラフト東岸ならびにオホーツク海は年

間の最高温期の8月 下旬でも15℃ 以下であるから,太 平洋側からこの海域への回遊は全く考えられ

な い。

4.朝 鮮 ・大 陸 沿 岸

最后に,朝 鮮半島および大陸沿岸たおける分布について触れる。 Fig. 3は 朝鮮近海の平年海況

図(朝 鮮総 督府 水試,1943)を 示 した もの であ る。



日本海 こ臨む大陸沿岸の8月 の

表面水温は24℃ 線が朝鮮江原道

南部(37。～38。N)に 延び,

慶尚北道沿岸で8～9月 にかなり

の漁獲がある。20℃ 線は朝鮮北

端(42°N)に あるが,沿 海州

沿岸は水温20℃ 以下である。

このような水温分布状態から考え

れば,魚 群も盛 夏には南部沿海洲

に達することができ,事 実,ウ ラ

ジオ ス ト ツ クや 'Peter

の漁獲の記録がある

大帝湾で

( LI NDB E-

RG, 1 928; TARANETZ, 1 9

F19.3. 朝鮮沿岸における8月 の表面水温分布

m Isothermb of surface water in the adjacent 

  waters to Korea in August,

3 8 ). 魚群は東鮮

暖流 に 沿つ て ここ に至つ た とみ る

こ ともで き るが,さ らに,日 本 海

本土沿 い に北上 し た ものが 北海 道

の西 方海 域 ま た は カラ フ ト西 岸か

ら左 折 す る流れ(飯 塚 ・その 他,

1958;海 上 保安 庁,1950)

が あ るとすれ ば,こ れ に乗つて 達

した とみ る こと もでき る。

東支 那海 。黄海 に 臨 む朝 鮮南 側 ・遼 東半 島沿 岸 では,8月 に表面 水 温24～27℃ を 示 し,朝 鮮 黄

海道 ・遼東 半島 の長山 列 島 沿岸 で7～9月 に シ イ ラ漬 ・延縄 で か な りの 漁 獲が ある(関 東 廓督 府 水

試,1912～'14;水 試,1931)。 しか し,渤 海 たは 魚群 の 回遊 は認 め られ ない(第6章 第

1節 参照)。

第2節 遊 泳 生 態 の 特 性

シィラの季節的回遊は必ず しも単純でないが,総 括して考えれば ,日本近海では初夏か ら盛夏に

か けて北上し,初 秋から晩秋にかけて南下するということができる。ここでは,北 上 ・南下群の回

遊上の特性を検討することとする。

1.標 識 放 流 魚 の移 動

1962年10月 と1963年8・9月 の3回,島 根県 沿 岸の シイ ラ潰 漁場 で計132尾(体



長40～75㎝） を標 識 放 流 した。 再 捕 魚は1964年1月 ま でに計36尾,再 捕 率27.2%を 得 た。

その移動と経過日数とを Table 2•3,Fig. 4 に示 す。

Table 2. 標識放流魚の再捕記録

The record of recaptures of tageed dolphin.



再 捕 率 は放 流 月に よつて異

な り,盛 漁期の9月 に放 流 し

た ものは44%を 示 した が,

終 漁期の10月 に 放 流 したも

の は14%に 過 ぎない。 再捕

魚は東 支 那海 で捕 獲 され た1

尾を除 い て,総 て 日本海 沿 岸

で流れ 藻 と漬木 の 下 か ら シイ

ラ旋網 に よつ て捕 獲され た。

再 捕 ま での経過 日数 は,再

捕 魚 の61%が1～5日,

33%カS6～20日.21日

以 上 を経 過 し て捕 獲 された も

のは煙 か に6%で あつ た。

F1ｇ.4. シイ ラ標 識 放 流魚 の 再 捕地 点

Movement cf tagged dolrl inS

point ct' releasing

point of recapture, figures in the circle 

represent the zgc overy terms.

移動範囲は東支那海か ら東

部は能登半島猿山岬におよん

でいる。移動方向を東～北方

向と西 ～南方向に大別すると

8・9月 に放流 したものは東

～北方向で,10月 に放流 し

たものは西～南方向で捕獲さ

れている。そして,再 捕獲の

67%は 放流地点から30浬

以内の海域で,20%は30

～90浬 の 水 域 で捕 獲 され た。 こ のよ うに
,比 較的 に短 期間 か つ短 距 離移勤 で 再 獲 され た のは,シ イ

ラ、が漬木 や 流れ 藻 につ く習性 の ため で あ る と考 え られ る(第4章 第3節 参照)。

2.回 遊 速 度

第4・5章 に よ る と,シ イ ラは 流木や 流れ 藻 に つい て移動 す るこ ともあ ろ うし,ま た,こ れ とは

関 係な しに移 動 す る こと もあ ろ う。 自然 にお い て は 両者 の繰 り返 しに よつ て移 動 す る と推 察 され る。

まず,標 識 放 流魚の うちで 南 ・北 方向 に もつ とも遠 くへ 移動 した2尾 の移 動 速 度 をみ ると,北 上

した1尾 は放流 地 点 か ら能 登 半島 海土 崎 沖合 へ 移動 す るま でに16日 を要 し,1日に つき17浬 で

あ る。 南 下 した1尾 は東 支 那海(31°47´N,127°40'E)へ 達 す るの に55日 を要 し,

1日 につ き6・4浬 の速 度 で移 動 した こ とに な る。 移 動速 度 と流速 を 比較 する と,日 本瀞 こあつ て は

ほ ぼ 中央部 を流れ る対 馬 暖流 第2分 枝流 の強 流 帯(流 速1～L5ノ ツ ト)を 除 い て,他 は0.5～1

ノ ツト で ある か ら,能 登 半 島 ま で300浬 の移動 速度 はほぼ 流 速 と一致 す る こ とに なる。 しか し,



南下したものの速度は前者に較べて相当小さい。

魚群の移動を漁期の推移か ら検討すると,日 本海本土側を北上する魚群は対馬海峡から布海道北

端に 達 す るのに3～4か 月か か るが,こ れに 対 し南下 群 は北海道 か ら対馬海峡へ2～3か 月 で達 し ・

速度 は相 当 大 きい と想 像され る。 しか し,富 山 湾 で1～2月(1955・1956年)に 漁 獲され た

り,11月(1957年)に 隠 岐島の 定 置網 こ体 長20～24cmの もの多数 が入 網す る こ と もあ る

とい うよ うな例 外 的 な こ とも起 こる。

３.遊 泳 深 度

シ イ ラは 主 と して 旋 網 ・延 縄 。曳 縄 で漁 獲され るか ら,こ れ らの 漁具 に よつ て大体 の遊 泳 深度 を

推 定 す る こ とが でき る。

日本海 西区 の シイ ヲ旋 網 ・延 縄 ・曳 縄漁業 の実 態 を観 察 す る と,旋 網 の水 中に おけ る最深 部 は,

10ｍ 前 後 に す ぎな く,網 に 旋か れた 魚群 は 水平 方 向 の逃 避行動 を行 な うのみ で,網 底 へ の潜行 は

認め ら れ ない(児 島,1960)。 また,旋 網 宜後 に 網底 か ら魚 を威嚇 ・浮上 さ せ る 漁夫や船 橋 の

上 での 見張 り入 の経 験 に よれ ば,遊 泳層 は6～7月 に1・5～4.5ｍ であ り,8～9月 にはO・5～1.

5mと 浅 くな るが,10月 頃 に な る と4.5～7・5mと 深 くな る。 この深 度1は海 象 ・気 象条件に よ

つて 多 少変 動 す る。 ま た,シ イラ延 縄 は針 の深 さ を8月 に2～4m,9～10月 に4.5～7.5ｍ と

し,漁 期 を通 して10m以 上 の 深 さ で操業 する地 方 は ない。 ま た,曳 縄は擬 餌 針が ほ ぼ 水面 に あ る

よ う曳 航 す る ど,シ イ ラは 水 面 を跳躍 しなが ら追 跡 して くる。

以 上 の よ うな傾 向 は第3章 第2節 の 胃の内容 物か ら も証 明 され,ト ビ ウオ 。カ タ クチ イ ワシな ど

の表 層性 魚類 や,カ ツオノ カ ンム リ 。ギンカ ク ラゲ な どの 浮遊 物 を多 く摂つ て い る。 ま た,流 網に

よる と シィ ラ若 年 魚(体 長18～26cm)は 表層 か ら水 深1mの 間 に 多 く羅 網す る事 実 か ら判 断 し

て,幼 ・若 年 魚は 水 面か ら水 深5m附 近 を遊 泳 し,成 魚は せい ぜい 水深20m附 近 ま で を遊 泳す る

もの と推 定 され る。

高緯度水域と低緯度水域のように海況の条件が異なれば,お のずから遊泳水深も異なることがあ

り得よう。20°N附 近において実施したマグロ延縄試験成績によると(台 湾総督府水試,1931)
,

マ グロ類 に 混 獲 され た シ イラ219尾 り釣 獲 は 浮子 縄の 長 さ60mの針に217尾,80mの 針 に

2尾 が み られ たが,100mの 針 には1尾 もみ られ なか つ た。 こ のこ とは,一 見.低 緯度 水域 での

シイ ラ遊 泳層 が 水深60～80ｍ に あ るこ とを示 して い るか の よ うで あ るが,日 本海 西 区 にお け る

遊 泳 層 か ら推 して も,そ して また.次 の観 察結 果 か らみて も実 際 に はそれ ほ ど深 くは ない の ではな

か ろ うか。

マグロ延縄漁業に従事 した人々＊の知見によると,シ イラは揚糎時や停泊時には船の周囲に集ま

り,揚 縄の残 り餌を食い釣獲されるものが多い。揚縄時に釣獲されたとしたら,各 層の針にほぼ同

数つつのシイラが釣獲されるはずであるが,水 深60m層 の針にことに多 く釣獲されたのは,他 の

水深の針には60m層 の針よりマグロ 。カジキが一段 と多獲された関係によるのではなかろ うか。

*岡 山県水産試験場千田哲資博士,島 根県立浜田水産高等学校教諭太田憲三氏,島 根県漁業公社

大島根丸甲板員生越勇氏



マグロ類は死んで揚つたが ,シ イラはほ とんどが生きて揚つている。

以上を総合すると,低 緯度水境こおける遊泳層も高緯度水域と大差ないように思われる。

第３ 節 回 遊

中。南方太平洋 および印度洋など外洋においては,シ イラを主対象とする漁業は行なわれていない

が・しば しばマグロ延縄に混獲される。外洋におけるシィラの分布ならびに棲息域の環境条件を ,カ

ツオー本釣 ・マグロ延縄漁船などの釣獲記録を通じて検討する。

1.漁 獲 記 録

1937～1960年 に か けて 日本近 海 な らびに 南方 マ グ ロ延 縄 漁船 によ つて
.シ イ ラ が釣 獲さ

れた 合計600地 点 の概 略 をFig.5.に 示 した(児 島,1964)。

Fig.5. マ グ ロ 延 縄 に よ る シ イ ラ 釣 獲 地 点

Ghart showing tha positions where dolpins were 

hooked by tuna long lines.

Fig, 5. をみ る と,釣 獲の 記録 され た 水 域 は,北 太 平洋 に お いて 沖 縄か ら台 湾
,フ イ リ ツ ピン ・

西 カ ロリ ン諸 島か ら赤 道 に沿 つてハ ワ イ南 東 海域 お よび 中部 ア メ リカ西 沿 岸に 達 する_連 の水 域 であ

る・ また,南 太 平洋 に つい ては ソロモ ン諸 島か ら濠州東 方 の フ ィ ジー 諸島 ・ニ ユ ーカ レ ドニ ア島 にか

けた海 域 と ・西 イ リヤ ン南 西 方か ら濠 洲 西方 海 域に の ひる 一 連 の水域 が あげ ら れ る。 印度洋 では
,さ

らに セ イ ロ ン島海 域 と,マ ダ カ スカル 島海 域か ら 中部 印度 洋 に お よぶ水 域 で ある。

このように釣 獲地点は広範囲に分布するが ,緯度別に検討すると南北両半球ともほぼ30。 以内の



水域 に限 られ る。 それ は,マ グ ロ漁場 が この水 域 内 に限 定 され てい る ため であ る。

釣 獲地 点 にお け る表面 水温 の 出現 頻 度 を示 したのがFig.6で,水 温 範 囲は21～30℃ に お

よび.最 多 出現 水温 は25～30℃ であ る。

2.魚 体 組 成

濠洲 東方 水 域(O° ～30°S,170°

E～170°W)の シイ ラ 魚体 の 体 重

組成 と季節 的 変動 に つい て,1957

vl961年 の 資料 に 基 ず いて検 討 す

Surface Water Temperature

Fi9.6. マグロ延縄でシイラを釣獲した地点の表

面水温.

(uface water temperature When dolphins 

more hooked by tuna long lines.

Tab le 4は 独 航船40～50隻 が

母船へ水揚した魚群の平均体重とその

季節変動 を示 したものである。

Table 4. 濠洲東方水域におけるマダロ延勧 凌一

シイヲの季節的体重組成

Seasonal variation of body weight :of dolphins 

hooked b,7 tuna long lines in the eastern watere 

to Australia, 1 9 5 7-19 6 1.



この水 域 の魚群 の平 均 体重 の出現 範 囲 は1～30Kgに お よび,最 多 出現 頻 度 は5～10Kgに み られ

小 型 魚は少 な い。 他 方,台 湾総 督府 水試 ・(1931)が 台 湾東 方海 域 で11月 にマ グ ロ延 縄 で 漁獲 し

たシイ ラはFig.7に 示 す よ うに,そ の大 多数 が1～3Kgの もの である 。 また,日 本 海 西区 で 漁獲 さ

れる 魚体 もせい ぜい15Kgま で の もの であ る(第2章 第5節 参照)。 これ らの こ とか ら,一 般 的に 低

緯度水域 の 魚体 は高 緯 度 永 域 の魚体 に較べ て 大 き い と結論 で きる。

濠洲東方水域のシイラは1年 周期で.そ

の魚体組成が変動している。

すなわ ち,各 年次 とも5～8月 の 平 均 体

重は5～6㎏ 程 度 であ るが,9～11月

の 期間 は8～9㎏ に な り,12月 か ら翌

年 の2月 の間 には11㎏ 前 後 と年 間の最

高値 を 示す' (Table 4).

さら に,5～8月 頃 の 魚群 は,さ きに

示した台 湾東方 海域 の11月 の 魚群

Fig. 7. 台湾東方海域でマグロ延絹で釣 獲した

シイラの魚体重組織

Body weiEtit coIIposition of 

2 1 9 dolphins hookedd in the eastern 

waters to Formosa (based on `the data by 

Taiwan Fisheries Experimental 

Stati on ).

Fig.7)

推察 す る。

とほぼ同様の組成を示 すと

３回 遊 の考 察

前節で日本近海の 、本節で中 ・南部

太平洋におけるシイラの分布を各種の資

料にもとずいて検討 してきたが,こ こで

南・北両半球における回遊を論述する。

まず,北 半 球に つ い て述 べ る。O° ～10°N附 近 で11～12月 頃 よ り魚群 が 濃密 とな り.か つ 成

熟 しだ し,1～3月 頃 に 多 獲 され る。 夏期 に は 漁 獲が少 ない が.ま た11月 頃か ら漁 獲は多 くな る。

20°N附 近 では3～4月 頃 に産卵 す るよ うで ある。 ハ ワイ 諸島(21。N)で は5～6月 に大 型 魚

が多く,そ の他の季節には小型魚が多い (TESTER .NAKAMURA, 195 7) 。 ま た.台 湾近 海

(25°N)の10～11月 の魚 体は1～3㎏ の小 型 魚が 多 い。30°N附 近 の産 卵期は5～6月 頃 で.

(内田.1924),7～8月 の 魚体 には ほ とん ど成熟 卵はみ られ ない。 この海 域(20° ～30°N ,

130° ～180°E)の 最 低温 期 の表 面水 温は19～23℃ で あ るが(中 込 ,1958),当 期 に おい て

も釣 獲され て い るか ら,シ イ ヲは水 温20℃ 台 の 水域 に は常時 生 息 して い る とみて もよ い。

35°N附 近 の 日本 海 で は,6～7月 に完 熟 期 また はそれ に近 い 卵巣 を持 つ大 型 魚が来 遊 し ,8～

9月 以 降 には 放 卵後 また は未 熟 な小 型 魚が 来遊 する。8～9月 には45。3り'Nの 宗 谷海 峡に 達 す る
。

この あた りが 北半 球 にお け る北 上の限 界 と思 われ る が ,さ らに 北 方の どの あた りま で回遊 して 行 くか

は充 分明 らか でない。9月 中旬に なる と南下 を始 め,12月 頃 には30。N以 南の 水 域 に総 て 南 下 す

る。 同様 の 産 卵回 遊は 大 西洋 に お いて もみられ .北 上 魚群は40。Nに 蓮 して い る (ERDMAN,195

6;,SCHUCK, 1 951;C-IBBS- COLLETTE , 1 959)



つ ぎに,南 太 平 洋の0° ～10°Sの 水 域 では,8～9月 頃 に 魚群が 濃密 とな り,か つ成 熟 して 産 卵

す る。 他の 季節 に は小 型 魚が多 い。11～12月 頃に な る と20°S附 近 で産 卵を始 め る。3月に 印

度洋の 東部 ア フ リカ沿岸 とマダ カス カノレ島東 方海 域(20°S)で 得 た 魚体 は放 卵後 の もの であ つ た

(WILLIAMS, 1953) 。これらの魚群は時期が進むにつれて次第に高緯度へ移動 し,35°Ｓ 附近

でマ グ ロ延 縄 で漁獲 され て い るが,さ らに,ど の あ た りまで回 遊 す るかは 明 らか で な い。 しか し,4

月頃になると総ての魚群は北下しだすと考えられる。

以上を総合すると,北 半球と南半球の産班時期 ・盛漁期の推移は,赤 道を境 として緯度的に全 く対

象的に生起 している。このことは,両 半球の盛夏が時期的に異なることに起因するものであり,ま た,

両者の魚群が別個の集団であることを示している。 この回遊を模式的に図示したのがFig.8で あ

る。しかし,魚 群が両半球においてそれぞれ全水域的回遊を行な うかどうかには幾つかの疑問がある。

たとえば,海 流系 。水系別に種族を異にするかどうか。また,大 型魚と小型魚は回遊経路が異なるか,

産卵後の分散過程などの点 である。

Fig. 8. 南・北両半球におけるシイラの回遊模式図

Schematic representation of migration 

of dolphins in both semispheres ,

spawning season figures

indicate months

migration route



第2章 繁 殖 と成長

第1節 性 比

成 熟 した シイ ラの雌雄の 間 に は, F ig. 9 に示すとおり頭部の形態に決定的な相違がみられる。こ

k、、』の外部形 態の相 違 は 体長40cm以 下 の 魚に つ い て は認 め る ことが で き な い。 い ま,1963年 か ら

1964年の6～9月にわ たり,島根県沿岸で漁獲 されたシィラの性比を外部形態に より調べた結果
.はT

able5に 示 す とお りであ る。 ただ し,性 の 判 別 は外部 形 態に よつ た ため,雌 雄不 明 の個体 が若

干あ る。

Fig, 9. シイラ頭部にみられる第2次 性徴

 Secondary s eXaa l charac to r of 

dolphin eXiibited- in dorsal 

head. lines 

(After H.A. SCHUCK. 1 9 5 1)

Table 5. 島根県沿岸におけるシイラ魚群の性比

Sex ratio of dolphins cau .t 

off Shimme prefecture (western 

faL rt of Japan Sea.)



Table 5 を み る と,6～7月に は 雌 の割合 が多 いが,8～9月 には 雌雄 ほぼ 同 数 となつ てい る。

なわ ち,漁 期は じめ に は 雌が極 めて 多 く,漁 期が 進 む に つれ て 性比 は1:1に 近ず く。

第2節 成 熟 度 の 季 節 変 化

1.生 殖 腺 の 発 育 状 態

島根県 沿岸 で 漁 獲さ れる 体長20～90cmの 個 体 の生 殖腺 は,卵 巣の成 熟度 を 卵巣 内 卵粒 の大 き

さに よつて5階 級に 分 け る と,だ いた い次 の よ うな経 過 をた どつ て発 育す る こ とが観 察 され る。

未熟 期;卵 経0.1㎜以下 。 体 長20㎝(6月 中～ 下旬 。11月 上 旬)に 達 す る と生 殖腺 の存 在 を認

め る こ とが で き,そ の 長 さは約3㎝,重 量 は約0.5gに 達 す るが,肉 眼 で 卵巣お よび精 巣の判 別は

で き ない。

成 熟 前期;卵 粒の 最 大 卵経 が0.5㎜ 以 下 で,卵 経 頻度分 布 に も特 に 明 らかなモ ー ドは見 られ ない・

この期 の 卵巣は 体長40～50cm(7月 ・9～10月)に み られ.卵 巣 は精 巣 よ りも著 し く丸 味が

か かつ て太 く,長 さ6～7cm,重 さ4～5g前 後 であ る・

成 熟 中期;卵 経 頻 度 分 布に明 瞭 なモ ー ドが認 め られ る。 最 大卵経 群 のモ ー ドは0・5～0・7mmの と.}

ころに あ る・ この期 の 卵巣 は 体長5０㎝以上(6月下旬 ～8月下旬)に み られ ・淡 黄色 で ・重 さは1

魚体 の 大 き さに よつ て異 な る。

成熟 後期;最 大卵経 群の モ ー ドは0.8～1.０㎜ の と ころ に ある・ こ の状 態 では 腹部 を強 圧 して も}

卵の放出はまだ困難である。

完 熟 期;卵 放 出 直 前 の も の で,卵 経1.3～1.6mm,油 球 径0・3～0・4mmの も の であ る。

つ ぎに,1964年 の 漁期 聞 に 漁 獲され た体長50eirzb/上 の もの23尾 に つい て.体 長 の大 き さ順

に 卵 巣 の熟 度 を示 した のがTable6で あ る・

Table 6 に よる と,卵 巣 が急 激 に成 熟 す るのは 体長55e7nこ ろか ら であ り,体 長60cm以 上の

もの(魚 体 番 号1～9)で は 卵巣重量 は60～370タ でか な り大 きい か ら,今 期 中に産 卵 する可

能 性 が充 分 あ る。 しか し.体 長55cm前 後 の もの で9月 上 旬 に得 られ た もの(魚 体 番号10・15

～23)は
,卵 巣 が極 めて 小 さいか ら,こ の年 の産 卵に関 係 しな い と思 われ る。

2.体 長 と卵巣重量 ・抱卵数 とめ関係

成 熟 中 ・後期 の もの13個 体,未 熟 期 の もの38個 体 につ い て,体 長 と卵巣重量 との関係 をFig.

10に 示 した。 だい た い の傾向 は,体 長が 大 き くなるほ ど卵巣 重量 とその 変異 の 幅 も増 加 して いる。



Table 6. 島根県沿岸における魚体の大きさと卵巣熟度

Bay size ani maturity' of ovary in dolphins off %imane Prefecture.



成熟中 。後期の卵巣1０ 個体について抱卵数を算定

し, Table 7 に示す 。 こ こでは直経0.4㎜ 以上 の

卵巣卵の数 をもつて抱卵数とした。 また,卵 巣右葉

の前端部,中 央部および輸 卵管開口部附近の計3か

所から採集 した小塊中に含まれそいる卵数の平均直

を,全 重量に引き俺まして推定した。

抱 卵数 は体 長60～93㎝ の個 体 で20～222

万 粒で,一 般 に大 型魚 ほ ど抱 卵数 が多 い。

Fig. 10. 体長と卵巣重量との関係

Relationship of ovary weiat 

to body weight,

Table 7. 魚 の大 き さに よ る卵巣 重 量 と抱 卵数

Ovary weight arkd number of ovarian 

eggs by size of fish



５生物 学 的最 小 形

本 章 第5節 に よる と,シ イ ラの体 長 はほぼ1年 で約38em,2年 で約686傭 に達 す る。 琶 方,性 的

成熟 状態 は,体 長50傭 以 下の もの で成 熟 し た生 殖 巣を持 つ個 体 は 全 く見 い だせ ず,卵 放 出 ・放精 後

の個 体 もみ られ なか つ た。 シィ ラが 満1年 まで に産 卵す る可 能性 は .た とえ 低緯度水 域 で も小 さ い と

考えて さ しつか え なか ろ う。 しか し,体 長60em以 上 の個 体 は総 て 生殖 に 与か る もの と推 察 す る。

第３ 節 稚魚 の 出現 時 期 と地理 的 分布

1953年 に 「対馬暖流開発調査」が開始 されて以来.日 本海側各府県の調渣 ・研究機関に よつて対

馬暖流域に生息する稚 ・仔魚の採集*が 行なわれた.ま た,太平洋側 でも1954年 か ら 「冷害対策

調査」を始め,日 本海側と同様の組織的調査が行なわれた。その結果,シ ィラについてもかなりの資料

が集積された。本節では,こ れらの稚 魚採集記録に基づいて,本 種の産卵期と産卵場ならびに稚 ・仔魚

の生態について検討する。過去の採集記録

Fig.ii(a-c) の とお りで ある。

(App end ant Tab? 1) を整理 して図示すると.

1.東 支那 海・ 日 本海

季節的 に もつ とも早 く採集 され

た記 録 では,1954年1月16

日に 鹿 児島 県 南薩 水産 指 導所 が宇

治 群 島 西 南方 海 域 で 全長4.2㎜ と

13.5㎜ の2尾 を,同 日,鹿 児 島

県水 試 が トカラ 群島 海 域で 全 長

2entntの もの1尾 を採 集 してい る,

Fig. 1 1 (a- c)
-
日本近海にお`繍 魚の季節荊出現

Seasonal occurrence of 

juvenile dolphins in the 

adjacent waters to Japan.)

2～4月 にっ い ては,1956年

2月24日 に鹿 児島 県水試 が 沖縄

諸島 西 方海域 で 全長16㎜ の もの

・尾 を1959年3月22日に

長 崎 県水試がソコトラロック 東 南方

海域 で3尾(全 長8.4～128㎜

)を ・さらに.1955年4月2

8日 に鹿 児 島大 学 が 奄 美諸 島 東方

海域 で3尾(全 長4.7～7.5㎜)を 採集 して いる が ・それ ぞれ1回 つ つ の 採集 記録 に す ぎない(鹿 児 島

県水試,1953;長 崎県 水試,■959;鹿 児 島 大学 ・1953)。

*採 集に 用 い られた ネツ トは 口径1.3～1.4m,側 長4。5m,円 錐形の通 称 丸 稚A網 で あ る。



b) MaX .Aug



5月 に入ると,採 集記録は急激に増加しているが,分 布範囲は依然として九州南方海域に限 られて

おり,6月 もまた同様の分布伏態である。

7月eZF入 る と,分 布 範 囲の 中心 は九 州 西方 海 域に 移 り,分 布の 北 端は 斉 州 島 東方海 域 に達 す る。 ・…一

方,西 南方 海域 での 採集 は減 少 してい る。 す なわ ち,1953年7月18日ec福 岡県 水 試が 斉 州島東

方海域 で2尾(全 長15～16㎜)と1尾(全 長132ntnt)を 採 集 してい る。8月 に入 る と分 布 は さ

らに北 方へ 移 動 し,1955年8月3日 に は 福 岡県 水試が対 馬 列 島東 方 海 域 で全長23.5naの ものを

1954年8月5日 に は島 根県 沿岸 で全 長48ntntの もの1尾 と,1961年8月23日 に35ntntの も

の2尾 が 得 られ て い る(福 岡県水 試,1958.;島 根 県水 試,1958;児 島,1963)。 また.

1955年8月23日 に 鳥 取 県 沿岸 で全 長12mmの もの1尾 が採集 さ れ てい る(鳥 取 県 水試,195

6)。 これ らの 稚魚 はか な り成 長 してい る か ら,も つ と早 い 時期 に対 馬 暖 流の上 流 海域 で艀 化 した も

のが,海 流 に よつて 運 ばれ て きた も ので あろ う。 この時期 の九 州西 方 海域 では稚 魚 だけ でな ぐ,魚 卵

も採集 され て い る。

9月 に入 る と,日 本 海 にお け る分 布 ・採集 記録 は一 年 中 で もつ とも多 く,か つ.広 範 囲 にお よ んで

い る。 分 布の 北 端 は 能登 半島 に達 し,そ こで1955年9月6日 に1尾(全 長22nnt)が 得 られ て い

る(富 山 県水試,1958)。

10月 に入 る と稚 魚 の 出現 は急 激 に減 少 し,島 根県 隠 岐島 以北 の海 域 では 採 集 され て い ない。11

月に は1955年11月10日 鹿児 島県 西岸 で1尾(全 長12mm)と,1953年11月21日 に:奄

美諸 島西方 海 域 で1尾(全 長4.2mm)を 得 た2回 の記録 しか ない(鹿 児島 県水 試,1957)。12

月に は,も はや シイ ラ稚 魚の 採集記 録 は みあた らない。

2.太 平 洋

太平 洋 沿岸 で季節 的 に もつ とも早 い採集 記 録は,東 海 区 水 研 が1957年2月9日 に紀 伊半 島 沿岸

で採集 され た全 長21㎜ の1尾 であ る。3月 の 採集 記録 は ない が,4月 に 入 る と和歌 山 県 水試 が19

54年4月17日 に 紀伊半 島 沿岸 で1尾 採集 してい る(服 部 ,1964)。

5月 に 入 る と採集 記 録 は急 激 に増 加 し,分 布範 囲は九 州 東 岸 の 日向 灘 か ら本 列仲 部 の鹿 島灘 に達 し

てい る。 す なわ ち,日 向 灘 で は全長6～13㎜ の もの を 採集 し,全 長50～120㎜ の もの を流れ 藻

の下か ら多数 抄い 獲つ て い る(宮 崎 県沿岸 指導 所,1964a)。 ま た,東 海区 水 研 が1954年5

月27日 に伊 豆 大島 沿 岸 で1尾(全 長26㎜)を,茨 木県 永試 がll953年5月30日 に35°47N.

141。53/E地 点 で1尾(全 長16㎜） を得 て い る(服 部,1964;東 北海 区 水 研,1953)。

6月 に 入 る と,千 葉 県 房総 半島 沿 岸 か ら東方 沖合 が分 布 の 中心 となつ てい る。

7～8月 の 採集 記録 は年 間 で もつ とも多い。 分布 の 北端 は 日本 海 側 に較 べて極 めて早 く北 上 し
,三

陸沿岸の40。Nに 達 して150°Eに わ た り広 く採集 され て い る。 そ の1尾 は岩 手 県水 試 が1961

年8月20日 に39。41'N,148°03'Eの 地 点 で得 て い る。 しか し,熊 野灘海 域 の 採集 は減少

する(東 北 海区 水 研,1953)。

9月に入ると採集記録 は急激に減少する。千葉県銚子以北の沿岸にはみられないが
,九 州東岸では

まだ多くの稚魚が採集されている(宮 崎県沿岸指導所,1964ｂ)。11月 に入ると,千 葉県水試



が1954年i1月17日 に32°10'N,143°42'E地 点 において 採集 した 全長43㎜ の1尾に

過 ぎな い。12月に は 太平 洋 岸に おい て も シィ ラ稚 魚 の採集 記 録 は み あた らない。

こ 海況 と稚 魚 の 分布

シイラ稚魚の出現状況を検討すると,採 集された場所の海況には共通 した特徴がみられる。

Fig,12 は鹿島灘における稚魚採集地点と表面水温分布との関係を示したものである。これをみ

ると,黒 潮は房総半島 沿岸から流向を転 じ,36CN繍 こ沿つて東方沖合へ流過する。一方,親 潮は

三陸沿岸よりに南下しており,両 海流は36。N線 に沿つて接触している。稚魚は黒潮水域に分布し.

その中でも潮暁に沿つて多 くみられる。 これは北上してきた稚魚が潮境附近に集積されるためであ

ろう。

Fig. 12. 稚魚採集地点と表面水温分布

Chart showing the relation between the occurrence 

of juvenile and the distribution of surface water 

temperature 

 ( Kasima -Nada,,late in June, 19 5 9)

つ ぎに,東 支 那海 にお け る稚 魚 採集地 点 と塩牽量 分 布 との 関係 をFig .13に 示 す。 稚魚 は沖縄か

ら九 州南 端に かけてcL18.7～19.0‰ 水 帯 に 採集 され.a17.00‰ 以 下の支那 大陸 沿 岸水 域

では得 られ て い ない。 シイ ラ稚 魚は 沿岸水 と黒 潮 との 混合 水 域 に 沿つ て 採集 され たこ とに な る。



O c c ur r en ees 

of juvenile

Fig. 13. 稚魚採集地点と表面塩素量分布

Chart showing the relation betmen the occurrence of juvenile 

and 121e distribution of chlorini ly in surface layer 

(East China Soa,Sept. 2- 14 , 1 9 5 ,5)

以上から,稚 魚が海流や水塊の接触する海域に多いのは,そ こに形成された渦動域へ稚魚が流入し

集積された結果であろう。同様の集積濃密化現象は地形的渦動域にもみられ,日 向灘 ・熊野灘などが

あげられる。

4.産 卵 好 適 水 温 ・塩 素 量 ・産 卵 場 所

水 戸(1960)に よ る と,宮 崎県 沿岸 ・五 島 周辺 で 天然 卵 を 採集 した時 の表面 水温 は21.0

～29.6℃ であつ た。 卵は 浮性 卵で あ るか ら ,艀 化 後間 もない 稚 ・仔 魚が 採 集 され た とき の表 面 水

温 ・塩 素量 は産 卵好 適 水 温 ・塩 素量 ・産 卵場 所 を推定 す る有 力 な手 がゆ りとな る。 』しか し.こ の よ

うな採集 記 録は極 めて 少 ない か ら.こ こ では全 長20ntm以 下 の稚 魚 につ い てbそ れ が 採 集 され た と

きの記 録 か ら産 卵好適 水 温 ・塩 素量 を推 定 す る こと とす る。・

Fig. 1 4

Fig. 1 4

は表面水温 ・塩素量 と採集回数との関係を示す頻度分布図である。

をみる と.全 長20㎜ 以下の稚魚が採集された水温範曲は17～30℃ で.そ の中で

も23～30℃の範囲における 採 集例 が 多い。 ま た ・塩 素量 範 囲 は15・5・～ .19・50‰ 広 い

範 囲にわ た つて お り.好 適 塩 素量 範 囲 も18.50～19.0‰ と比 較 的 巾が 広い 。

第6章 第1節 に述 べ るよ うに シイ ラ成 魚 はC17.5‰ 以 下や透 明 度 の 魯 ・水 域 に は来 遊 しな'

い。 また.稚 魚 出現 の好 適 範 囲 も水 温23～30。C .塩 素量18.5～19.5‰ と高 温 ・高戯 であ

う。 したが つ て ・シ イラの 庫 卵好適 場所 は黒 潮 主 流域 で あ る こ とが推 定 される。



第4節 稚 ・幼魚の生 態

Fig, 14. 稚魚(全 長20駕 π以下)採 集地点における表面水

温 と塩素:量の出現回数

FleqUen()yofoCcしtrrencθofjU▽eni]・edoユ ・phiJls

(Zessthan20mmin七 ・tatall1ength)bYD7uLrface

vvatertmperature(a)ardbych1・rmity(b).

稚 魚の生 態につ いて,内 田(19

24)。 中村(1936)は 流れ 藻

につい て生活 す る と推 定 して い る。

しか し,日 本 海 西区海 域 で6～11

月に 流 れ 藻 を抄 い とつ た結 果 では.

稚魚;は全 く得 られ て い ない(内 田

。庄島 .19 .58;千 田,196

2;児 島.1963)。 同一 の海

域 で も,流 れ 藻 を 抄 い とつた 場 合

よ り,む しろ 流れ 藻 の影 響 が ない

よ うに 注意 して 採集 した場合 に 稚

魚を得 て い る(児 島,1963)。

幼 魚 につ い ては 不 明 な点 が多 い 。

ここで は.稚 ・幼 魚の 生態 を採集 方 法 。採集 結果 か ら検 討 す る。

1.稚 魚

表 層 曳 稚 魚網 に よつて シイ ラ稚 魚が 採集 され た133回 につい て,1回 の曳 網で どれ だ けの 個

体 が得 られ たか をFig.15に 示 す訳 表層曳

た 稚 魚 の体 長組 成 をFig.16に 示 した。.

稚魚網で得た稚魚と流れ藻の下から抄いとつ

F1g.15. 稚魚網1曳 網当り個体

数別出現頻度

  F'requancy of occurrence 
 of juvenile dolphins by 

inaividual r i1ter per single 
operation of surface haul 
with fish larval net. 

(1 3 3 t ow net in total)

Fig 16. 表層曳稚魚網と流れ藻の下から抄い網で採

集された稚魚の全長組成

comparison -between bod r length composi-
tions of jevenile caught by surface haul 

with fish larval net and those scooped 
under drifting sea \se€iis.

Larval net collection,

drifting sea weeis collection.



これ ら に よると,稚 魚網 に よる採集 で は入 網 回数 の70%が1尾 つ つ,13%が2尾 づっ,7%が3

尾 つつ を 採捕 し.3者 で総回 数 の95%を 占め る。 稚 魚の 大 きさは 全 長3～14SnntこFbrよ ぶ が,そ の

90%は 全長25鋸 似 下 の もの で 占め られ,モ ー ドは 全長10 .1～15.0駕 鋸に みられ る。 また,宮 崎

県沿岸で5～6月 に流れ 藻の 下か らブ リ種 苗 を 採捕す る際 に一緒 に 採集 され た シィ ラ 稚魚(宮 崎県 沿 岸

漁業指 導所,1964a)の 全 長 範 囲は,40～120mntで,モ ー ドは90M前 後に あ る。 内田(19

24)・ 広 崎(1963)が 流れ 藻 の 下か ら得た 稚魚の 大 きさ も,総 て この 全 長範 囲に 含 まれ る。

流れ藻の下からブリ種苗と共に数尾～+数 尾づっ採捕された シイラ稚魚は魚体が大きく.稚 魚網で海

面から採集 した場合の稚魚は採集回数の75%が1尾 づっであり.魚 体は全ft301ral以 下と小さかつた。

稚魚網こ1回7～9尾 と集団で採集された例 も数回はあるが.そ の場合の 魚体 は全慶4傭 似 上の もの

であつた。全長30esa以 下の稚魚も流れ藻についているとすれば,稚 魚網に流れ藻が入網した場合に,

そのような稚魚が集団で採集されるはずであ鵜 しかし,小 さな稚魚にそのような現象がみられず,稚

魚網で採集した稚魚と流れ藻の下から得た稚魚の全長組成にかなりの相違がみられることは。全長30

～4entaま での稚魚は流れ 藻について生活 しないかまたはできないが ,全長40xn台 になると流れ藻に

r)いて生活を始めることを示している。

,2.幼 魚

1959年 と1960年 の6～7月 に 島根県 沿岸 で ト ビウオ 流 網 を操業 した と ころ,多 数の シイ ラ

幼魚を得た。その羅網状況を Table 8 に,体 長組成をFig. 17 に示 す。

Table 8. トビウオ流網に よるシイラ幼魚の羅網尾数

Catch records of young dolphin with flying fish drift not.



5月 下旬 か ら トビウ オ流 網が 操業 され る が,

シイ ラ幼 魚が 羅 網 し始 め るのは6月 中旬頃 か ら

で.体 長18～26cra程 度 の ものが沿 岸 水 域に

み られ る。 羅 網 は海 面 の 浮子 方 に多 く.流 れ 藻

がか か つ てい る場所 の 周辺 には数 尾 つつ 集団 で

羅網 して お り,水 深50cm以 深 の部 分に は 殆 ん

ど羅網 してい なか つ た。 また,網 成 りに 沿 つて

十数 尾 の 幼 魚が 群 泳 して い るの が しば しぱ 観 察

され た。

Fig. 17.

■冒V占6」 ■L)AあO'冨 冒

トビウオ流網で捕獲した シイラ幼魚の体

長組成

Body length composition of Young 

dolphin caught With flying fish 

drift rot.

トビウオ 流網へ の 羅 網は時 期 が進 むに つ れ て

増 加 す るが,来 遊初 期 に に 沿岸 に多 く,沖 合 に

少ない 傾 向が あ る。 す なわ ち,1959年6月

25日 に 浜田N60浬 地 点 で投 網 した と ころ幼

魚の捕 獲は 皆無 で あつ たが,翌 日に 沿岸:4～5

浬 地 点で投 網 し幼 魚6尾 を捕 獲 した。 しか し,

8～9月agecな ると距岸40～aO浬 の 漁場 で

捕獲 した シイ ラ成 魚 の 胃内容に 体 長8～27emの もの が 散 見され る。 ま た,1957年11月 に隠肢

島i三度 岬 の定置 網に体 長18.7～23。4emの もの数 百尾 が入 網 した。 これ らの こ とか ら.幼 魚は 夏季

に 日本海 を北 上 する が,秋 挙 に な る と成 魚 と共 に南 下 する こ とガ;推察 され る。

なお,体 長10～20cmの 幼魚 に は走光 性 が あ る。1956年9月29日,東 支 那海 で長 崎県 水試

が集 魚炉 こ集 まつ た幼 魚数 尾の うち1尾(全 長119・5切 を,同 じ く1965年1月26日 ・6。

25'N,85WW、llt11,,1,ii,で 輔 区 麟 力・鰻 、5嬬 後 の もの+魏(・ 尾 はエ ピス シイ ラ)を

抄い 獲つ た。 ま た,1964年8月 上 旬,日 本海 の大和 堆上 で イ カ 釣の際 に15～25cnの もの十

数尾 を 抄い 獲つ た。

第5節 年 令 と 成 長

1.体 長 の 頻 度 分 布

19'63年5月 か ら11月 に か けて 日本近 海 で得 た1,063個 体 の 月別 の体 環組 成 を

に示 す。

Fig. 18

資料は統計学的に無作為に採集されたものでないが,だ いたい年間の体長傾向を示すものと思われ

る。

Fig. 1 8 をみ る と,ま ず5月 頃 に体 長10cm前 後 の個 体 が 流れ 藻 な どにつ い て得 られ る。6月

には体 長20em前 後 の個 体 が 刺網 。定置 網 な どで得 られ る。 同時 に 体長70cm以 上の 大型 魚 が来 遊

し,8月 頃 か ら体長50cn前 後 の小 型 魚が多 くな る。 成 魚 の総 て は シイ ラ旋網 で 捕 獲 した もの であ

*1965年5月,日 水 会 中 ・四国 支 部例 会 で行 縄 茂 理氏 報告 。



るが,こ れ ら を 太平 洋 低緯度 水域 の魚 体繊 に較 ぺ ると,日 本近海 に来 遊 する成 魚は ・・一・L段と小 型 で あ る

こ とが わか る。

2.体 長 と体重 との関係

ここでは.魚 体の年令や肥満度の墜節的変化な

どを考慮することな く,概 括的な関係を求めるに

とどめ.る。

1959年 か ら1963年 ま での5か 年 間 の6

～10月 に漁 獲 され ,体 長 と体重 を正確 に測定 す

る こと の できた426個 体 につ い て 体長 と体重 の

関係をFig. 19 に示 す。

この資料に基づき最少二乗法によつて求めた体

長 と体重 の関係は,次 の実験式で表わされる。 ま

た,体 長100en前 後から雌雄に差が認められ,

雄が重い。

ただし 体重

尾叉長

Fig. 18

Fork length in cm

 Body length composition i n each 

 month from Ah,y to N wember in the 

 adjacent waters to Japan.

乙 成 長

シィ ラの鱗 ・耳 石 ・背椎 骨か ら年 令 を査 定 する・

ことは困難である (SCHUCK , 19 5 1) o

そ こで,体 長組成から魚体の年令を検討すること

とする。'

F19.18 の月別体長組成から田中(1954)

の方法 に よつ て,そ れ ぞれの 月 のモ ー ドを 分離 し .そ れ を一 線上 に描 い たのが,

これに よつて

Fig. 21

WALFORD

か ら

の成長定差図を描くと

BE RTALANFFY

F 1g.. 21 が得 られ る。

の成長方程式における定数を求めると,

Fig ,20 である。



に よつて 成 長度 を計算 す る と.シ ィ ラは艀 化後 満1年 で約38cm,満2年 で約68cm,満3年 で約90

ent,満4年 で約108em.満'5年 で約122cmeこ 達 し,生 物 学的 最 大 体長 は約175cnttこ 達 す る もの と

推 定 さ れ る。

Fig, I9. 体長と体重との関件

Tongth-might rolationship in dolphin.



Fig. 20. シ イ ラ の 成 長 曲 線

Growth curve of dolphin.

Fig. 21. WALFORD の成長定差図

Waif ord 1 B growth transf oria ti on.



第3章 食 性

魚類 の 食性 を調べ る こ とは 食物 連 鎖 を通 じて 生 態 系の構 造 を理解 し,漁 場 の 形成 要 因 を知 つ て,漁

獲の 向上 をは か る上 に極 め て有 効 な手段 であ る。 こ こで は,流 れ 藻 につ く稚魚時 代 か ら成 魚 にい た る

ま での 食性 を取 り扱 い,そ れ らが本 種 の 習性 や 漁況 とどの よ うに関 連 してい るか を追 求 す るこ ど とす

る。

研 究 材料 は.稚 魚に つ い て は1963年5～8月 の間 に宮 崎県 ・島 根 県 沿岸の 流れ 藻 の 下か ら主

とし て抄い 網 で得 られ た20尾 で,幼 魚 は同 じ時期 に山 口県 ・島根 県 沿岸 で刺 網 で 採集 された200

尾 であ る。 成 魚に つ いて は1955～1961年 の6～10月 に島 根 県浜 田 沖合 の漁場 か ら ・シイ ラ

漬漁業 に よつ て漁 獲 された1,217尾 の 胃 であ る。 調 査 魚体 は全長5.1㎝(体 重0.73タ)～ 体長

121㎝(体 長16.1㎏） の 範 囲 にわ た る。

第1節 稚 ・幼 魚 の 食 性

シィ ラ稚 魚の 食性 に 関 す る研 究 は極 めて 少な い。 横 田 ・そ の他(1961)に よ る と,全 長11

例加の もの は

以上の大型

Copepoda

Copepoda で

幼 体 を主 として 捕 食 してお り.全 長12.5窮 似 上 の もの で は体長1.Ofl・m

Caianue. Soal-el cu tit-t-, z. Ono a-ea

に な る 。 さ ら に,全 長34.5㎜ の も の に は3.8㎜ のl a-& ud a cc ~a

を主として捕食するよう

が多 くみ られ た。

流 れ 藻 の下か ら得 られ た 稚 魚20尾(全 長51.5～114.omm)の 消化管(主 と して 胃)内 容 物 を

検鏡 した結果 を表示 したのがTable9で あ る。 消化 管 に内容 物 が見 い だせ なか つ た ものは僅か2

尾に過 ぎず,消 化が 進行 して.い わ ゆる 液状 の無 定形 内容 物 は総 て の個 体 にみ ら れた。

Table9 に よ ると.調 査 魚 体 の60%の 個 体 に 稚 魚が み い だされ て お り,そ の 稚 魚はサ ンマ

La.LaJ a4r4e ,Sauna .T J,S-e, & a guingg.wea,adi "a%a .~ Gu~r-e, a aunc-

 a a およびその他の不明魚種である。

つ ぎに,流 網 で捕 獲 され た幼 魚200尾(体 長15・5～29・Ocm,体 重25・0～260g)の 胃内

容 物 構 成種 の 出現 回数 を調 ぺ,調 査 尾数 に対 す るそ の比 を 百 分率 で図 示 したの がFig.22で ある。

Fig.22を み る と.シ イラ幼 魚 の餌 とな る魚種 の順 位 を知 る こ とが で き る。 す な わ ち,出 現 回数

の もつ とも多 い もの か ら順 に列 挙 して い くと,ヒ メ ジ

En g,~,awILA jaaanLoa

あ り,そ の他 に ホ ソ トピウ オ

%』.マ ア ジ

Uf-e, n-u.a $-enAasu

・イ カ類(主 と して ケ ンサ キ イカ

C , e .2t-,u.e & aL.6'tk& a16'e

T~,aciu,~,ue j-a`z nL0UA

・ カ タ ク チ イ ワ シ

Da~YAcutk" A~nea4u

.ニ ジ ギ ン ポ

)で

j~aAz cn .t ~oa.az.I-

な どが あ る。 これ らはい つれ も稚 ・幼 魚で あ るか ら・ シイ

ラ幼魚 の食性 は成 魚 の食性 に 比べ て 稚 ・幼 魚の み を摂 つ てい るこ とが特 徴的 であ る。 尚そ の外 の餌 と し

て 胃の中 に しば しば ホンダワラnCSargassu皿sp.藁 ク ズな どがみ られた 。 シイ ラ幼 魚は 生活 の場 と して 流

れ 藻 と関係 が ない のに,索 餌 の場 と しては末 だ流れ 藻 を利 用 して い る よ うに思わ れ る。

以 上 の結 果 か ら,シ イ ラ稚 魚 の食 性が 成 長 と ともに どの よ うに変 化 して行 くかを考 察 す る。 シィ ラ



Table 9. 流 れ 藻の 下か ら 採集 した シィ ラ稚 魚の 食 餌 内容

Stomach contents of juiile do1phi ns caught under 

drifting sea weeds.



稚魚 は第2章 第4節 で述 ぺた よ うに

全 長3～4㎝ ま で は遊 泳 力 に乏 し く.

F ig .22. シイラ幼魚の胃内容物構成種の出現率

percentage of occurrence of each food 

item found in stomachs of young dolphin.

海面を浮遊生活 しているため

poda

Cope-

を盛 んに 捕 食 して い る。 しか

し,全 長5～6㎝に な る と遊 泳 力 も

増 して きて,他 魚種 の 浮遊性 仔魚が

餌 の対 象 とな る。 体 長7～8㎝ 前後

に な ると流れ 藻 を 生活 の場 と し,流

れ藻 の 下で普 通 に得 られ る稚 魚類 が

餌 の対 象 となつ て くる。

この時期 に は流 れ藻 つ き ブ リ稚魚

の 天然 減 耗 に大 き く影 響 を与 え てい

る(宮 崎 県 沿 岸 漁業指 導 所,1964

64a)。

体 長15～20cm程 度 に成 長す

る と,運 動 範 囲な らびに 餌料 の選 択範 囲 も広 くなつ て き て,も はや 流れ 藻 の下 では摂 餌的 慾 求が 満足さ

れな くな り,外 洋 性 の ヒメ ジ ヵ タ クチ イ ワ シ ・イ カ類 な どの 稚魚 を主 に捕 食 す るよ5に な る。 しか も

他 魚種 の 稚 魚 だけ でな く シィra幼 魚 も餌 とな つて お り,成 魚 の食性 とほ とん ど差 がみ られ ない。

第2節 成 魚 の 食 性

i.食 餌構成種と出現回数
・胃の内 容 物 をみ る と

,全 体 が単 一 種 で 占め られ て い る場合 も多 い が,稚 ・幼 魚に 較べ て数種 類 の も

のか ら構成 され てい る もの も多 い。い ま,1955年 か ら1959年 の資料 に よ り.餌 構 成種 の 出現

回数お よび総重量を調べ表示したのカ

Table 10

Table 1 0 で あ る 。

をみ ると,餌 に され た生 物 は動 物 性 の もの で,そ の種類 は非 常 に多 い。総 重量 に ヌ寸

す るそれ ぞれの 重量 の比 をみ る と.魚 類 が 重 量 比95%を 占め,つ い で,節 足 ・軟 体 ・腔 腸動 物 の3

者が4.8%を,海 藻 。そ の他 の も のが0.2%で あ る。

胃内 容 拗 と して 出 現 す る 魚 種 を,出 現 頻 度 の 高 い も の か ら順 に 列 挙 す る と,カ タ ク チ イ ワ シ(22

%)・ ト ビ ウ オ(21.8%)・ ヒ メ ジ(7.9%)・ マ イ ワ シ(7・4%)・ イ カ 類(8・3%)・ カ ワ・・

ギ 類(7.4%)。 マ ア ジ(3.7%)・ シ イ ラ(2.3%)な ど で,そ の他 に ニ ジ ギ ン ポ ・ダツや 節 足 類

の タ イ ワ ンガ ザ ミNeptunus peeagicus

W:it'll7ryorpi to wnbee.ea

・イ ドテ ア類 の

。カ ツ オノ カ ン ム リ

Idotea one telli ca,

Velella lata ,

腔腸類

海 藻(7.9%)な ど

が あげ られ る。



Table 1 0. シイラ成 魚 の 胃内容 物 組成

cmpositien of stomach contents of dolphin;showing number of 

occurence and total weil4it of each food itemsa in all stomachs.



以上は日本海における餌の内容であるが,中 部大平洋ではウミスズメ

サ ヨ リ類 のHemirwnphus brasiliensis

prIscus 'ネ ズ ミ フ グ .Diodon hystrix

Lacton2  dicphcnus

な ど,大 西洋 ではメ ガ ネハ ギBalistes ca-

などが認められ,餌 の構成種は水域によつて異なる。

しか し,太 平 洋 ・太酉 洋 に お いて も トビウ オが もつ と も重 要 な餌 となつ て お り

RA, 1 9 5 7 ;G IBBS• COLLETTE,1959)

(TESTER • NAKAMU-

,シ ィ ラ の餌料 と して もつ と も重 要 な の は表層 性iの

動 物 であ る と結 論 して よか ろ う。

2.食 餌構成種の体 長組 成

餌構 成種 の うち.主な 魚 種 につ い て大 き さ を示 したのが

Fig. 23. シイヲの胃中にみられた餌魚類の体長組成

Body length cdnpositions of each food 

item found in stonachs of doT phin, 

1;Oplegna.thus fasciatus 2:P2 eneus bensasi 

3:Aluteridae 4:Engraulis japonica 5;Sar-

dinops melanos ticta f :Exoc oetidae

Fig.23 であ る。

餌 と して摂 られ てい る トビ ウオ類(主 とし

て ホ ソ トピウオ)・は 体 長2㎝ 前後 か ら20

㎝程 度 まで で,10～15cmの 未 成熟 魚が

多い。 カ タク チ イ ワ シの体 長 は シ ラ ス期(

2㎝ 前 後)か ら15㎝ の成 魚 にお よび,こ

とに11～12㎝ の ものが 多 い。 シ ィ ラ1

尾当 りの 胃 中に みい だ され た個体 数 は,稚

・幼 魚は数 十 尾づ っ であ り.成 魚は最 高1「

2尾 であっ た。 マ イ ワ シは6～20cmの も

の で,10㎝ 程 度 の もの が多 い。 カワハ ギ

類(主 と してカ ワハ ギ ・ア ミメ ハ ギ)の 体

長 は1～７㎝の もので,小 型 の ものほ ど多

く,シ イラは 体長30㎝ ま での もの であ る。

ヒメ ジは体長1～５㎝,イ シダ イぼ 体長2

～7㎝ .マ ァ ジ は体長3～12cmで ある。

そ の他 の生物 と して,カ ツ オ ノカ ン ム リ・

ギ ゾカ ク ラゲ は直 径1～3㎝ の もの であつ

た。

以 上 の観察 か ら 餌 魚類 の大 き さを考 察す

る。 餌 魚類 の体 長は1㎝ 前 後 か ら34㎝ の

広 い 範 囲に わ たつ てい るが,Fig.23を

み る と各 魚種 のモー ドは体長2～4cmと10～15cmの2つ の 範 囲に 現わ れ る。 前 者 の群 は カ ワハ ギ ・

ヒメ ジ ・カタ ク チ イ ワ シな どの表 層性 稚魚 に よつ て.後 者 の群 は トビウオ 。マ イ ワシ ・カタ クチ イ ワ シな

どの外 洋性 中 型魚類 に よつ て構成 され て い る。 このこ とか ら,シ イ ラが餌 とす る魚類 の 大 きさ に は.非 連

続 の2つ の群 に 分か れ る こ とが 理解 され よ う。 体 長34㎝ こもお よぶ 大型 魚を 捕 食す る シィ ラ が,2㎝ 前

後 の小 型 稚 魚類 を も餌 の対 象 として摂 る とい うこ とは,1一 見,奇 異 に 思われ るが.こ の こ とに つ いて は本

章 第3節 で詳 述 す る。



こ 食 餌 構 成 種 の 季 節 変 化

1955～1957年 の3か 年 に つい て,食 餌 構成 種 の季 節 変化 を重量 比 の 百分 率 でFig.24に 図

示す る。 た だ し、 こ こ で総 醒 の順 序 ・こした がつ て第6位 まの魚種 を と り ・そ れ以外 の もの は 「

その他」 に一 括 して あ る。

Fig, 24 を み る と,1955`年 に は7月

にカタ クチ イ ワシが重 量 比80%を 占めて

いるが,時 期が 進 む につ れ て 減少 し,替 つ

てトビウ オが増加 しだ し,10月 に は トビ

ウオが卓 越種 とな る。1956年 には,7

月か ら10月 まで トビウ オが 卓越 してお り

他の 魚種 は少 な い。10月 には トビ ウオ の

みで80%を 占め る。1957年 には,7

～8月 に カ タ クチノ ワ シが 卓越 種 となつ て

いるが. 、それ が9月 に は トビウ オ と交 代 し

ており,さ らに10月 に は イカ類(ケ ンサ

キイ カ)と 交 代 して,イ カ類 が卓 越種 とな

つ てい る。

以上 の よ うに,餌 と して カタ クチイ ワシ

・トビウオが 大 き な割 合 を 占めて い る の が

明らか であ るが,そ の割合 は海況 の変 化や

卓越種の 交代に と もなつて 複 雑 に変 動 して

いる。 この よ うな季 節変 化 は シイラが 生 息

する海域 の生物 相 を反 映す る もの として大

変興味あ る問 題 で ある。

Fig. 24.食 餌 構 成種 の挙 節 変 化

Variation of weight percentage of each 

food item by month and by year.

第 ろ 節 摂 餌 活 動

1.摂 餌

魚体 の大 き さに よ る摂 餌活 動 を検 討 す る。 シィ ラ成 魚986個 体(1956～1957年 の 材料)に

ついて.胃 内容物重 量 を 階層 分 けしそ.各 階層 の 頻度 を百 分率 でFig。25に 図示 す る。 シィ ラ旋網 は

夜間 に操業 しな いか ら,こ の図 は昼 間 の胃内容 物組 成 を示 す もの で あろ う。

Fig .2 1に よる と,胃 の 中 に何 ら の内 容物 も認め られ な かつ た個 体 は 全体 の27%を 占め てお り,

空胃に近い状態(内 容物重量3タ 以下)の ものを含めると,そ れらの占める割合は約50%に お よぶ。

しかし,一 方では多量に摂餌しているもの も多い。

つぎに,魚 体の大小(胃 嚢の長さは魚体長に比例すると仮定)に ついて,内 容物重量の出現状況を



Fig.26に 示 す。 これ に よ ると.胃 嚢 長 が4～8

cm(体 長約50cnt>の もの で は内容 物 重 量が 空 胃ま

たは3タ 前 後 の もの が多 い が,12～16cnt(体 長

約70cm)の もの で は100タ 程 度 を摂餌 して いる

個体 が多 い。 また,20～24ent(体 長 約90em)

の もの で は300ノ 前後 にモ ・一 ドが みられ,一 般的

に魚体 が大 き くな るに つれ て 空 胃率 も減 少 し,内 容

物重 量 も増加 して い る。

2.日 間 摂 餌 率

魚体の大小による前項の傾向を.さ らに検討 して

みる。各魚体の日間摂餌率を自然条件のもとで求め

ることは不可能に近いので,近 似的に各魚体の捕獲

時の胃内容物重量をその体重で除 した単位俸重当 り

の摂鰻(棚 率 ・1螺X、1・ ・%,ω:胃 内容樋

量,w:体 重)『を求 め て み る。

Fig. 25. 調査魚体986個 体の胃内容重量分布

Frequency distribution of stanch 

contest weight of 9 8 6 ind.iviriuals,

胃の中に何らかの内容物が存在 していた魚体の

うち、体長測淀 のしてあるもの150尾 についてそ

れぞれfを 求め,体 長階級毎に集計 してその平均値

M,M士S(S;標 準偏 差)及 びそ の範 囲 を図 示 した のがFig.27で ある。Fig.27に よ る と,体 長 階 級毎の

摂 餌率(M,M士S.)は 体長10～20侃 の幼 魚から100～120cmの 高 年 魚 まで殆 ん ど変 化 が

ないが,高 年魚ほど変動が大きいように属わ

れ る。三 谷(1960)に よる とプ リの摂餌

率 は稚 ・幼 魚期ee高 いが,そ れ か ら体 長40

～50cmま で は急 激に 低 下 して お り.そ れ以

降 は殆 ん ど変 化が ない。 この よ うな相違 は,

勿論,両 種 の生 態的特 質 に 基 づ くもの で あろ

うか,次 の こ とが考 え られ る。す なわち,シ

ィ テは 若 年 魚に 空 胃個 体 の割 合が 多 く,成 長

す る に従つ てそ れ が減 少 して いた。 若 年魚 は

流れ 藻つ き生 活 か ら自 由遊 泳 の 生活 に移行 時

期 にあ るか ら,成 魚に 較べ未 だ遊 泳 力に乏 し

く,捕 食能 力 がア 段 と劣 るた め で あろ う。 そ

して,高 年 魚ほ ど摂 餌 の変 動 が大 き いの は.

餌料 生物 資源 との 関係 に よ る もの であろ う。

Fig. 26. 胃の大きさ別にみた胃内容重量

Relation between weight of contents 

and size of stomach. In all 91 7 

fishes are examined_



,若年魚は主に稚魚類を捕食し飽食{犬態のものが

みられなかつたのに対して,成 魚はしばし杖 飽

会状態のものがみられたが,稚 魚類を捕食して

いる場合の胃内容物は僅少であつた。以上のよ

うな原邸 こよつてシイラは幼魚から高年魚まで

殆んど変わらない摂餌率を示す結果になつたと

考えられる。

こ 餌料生物と摂 餌活動

摂餌生活 の 活発 ・不 活発 を餌料 生物の 組成 や

餌資源の多 少 と の関係か ら検 討 す る。1955

～1957年 の3か 年の 材料 につ いて
,魚 体の

大きさ を無視 して 月別 ・年 別 に 胃内 容物重量 の

階級別出現 状況 を調 べTable11に 示 す。

Table11に よ る と.胃 内 容物 重量 は 空 胃の

ものか ら1Kgを 摂 食 してい る もの ま である。 空

胃魚体 を除外 して各 月 の 魚群の 摂餌状 態 を検 討

Fig. 27. 魚体長 ・体重別の摂餌率

Rate of stomach c ont ent weight (w) to 
body v~aight(W)by size cf fish

すると,1955年 の8月 に は魚 群 の多 くが30～100gを 摂 餌 して お り、9月 も 同様 の状態 で推 移

した。

Table 11. 年 ・月別における胃内容吻の重量別 出現頻度

 -equency of occurr3nce of each weight class of 

stomach contents.ly year and by month.



1956年 に は7月 に多 数 の もの が30～100yを 摂餌 してい たが,8～9月 に は0～3タ を摂 つ て

い る に過 ぎない。 しか し,再 び10月 に は増 加 してお り.漁 期 間 をV字 型 に変 動 してい る。1957年

の 魚群 の摂 餌量 は7月 を最多 と して,時 期 が 進 む ほ ど低 下 して い る。 ・一

各年の摂餌量の変動を食餌構成種の季節変化の面から検討すると (Fig. 24) 1そ の変動は中型魚類

の 出現 傾 向 と一致 して.餌 と して トビ ウオ ・イワ シな どの 成魚 が多 くみ られ る場 合 に摂 餌量 も多い。 ま

た,カ ワハ ギ ・ヒメ ジな ど稚 魚類が 多 くみ られ る場 合は 摂 餌量 も僅 少 で あ つた。 この こ とか ら 摂餌 量 の

変動 は餌料 生 物 の組 成 に よる と推 察 され る。 しか し,1955年 ・1957年 の9・10月 に は,Fピ ゥ

オ成 魚が この海域 の卓越 種 とな り,餌 と して 占め る割 合 が多 い のに もか か わ らず
,摂 餌量 は前 月 よ りも 低

下 してい る現 象 が み られ る。 これ は,ト ビ ウオ の量 がそ の前 の 卓越 量 で あつ た カタ クチ イ ワシ に較べ て資

源的 に少な か つた た め と考 え られ る。

4.食 餌構成種と表層生物相 との関係

シ イラ の 胃中に しば しば 稚 魚類 がみ い だ され た が ,こ れ は 稚魚 類が 自然 に おい て多 量 に 分布 して い たか

ら捕食 され た ものか,ま た,他 に適 当 な 餌料 生 物 がい なか つた ために 捕 食 され た もの か明 らか で ない。 そ

こで,餌 環 境 の生物 相 を調 べ るため,1955～1957年 の 漁期間(6～10月)に つ いて ,島 根県 沿

岸の海 洋 観 測 定 点 で延312回 の 稚魚 網 に よ る表 層 曳 採集 を行 なつ た。 この調 査方 法 は 稚 魚類 の定 性的 な

採 集ezす ぐれ てい るが,や や 大 型 で遊 泳力 を持 つ もの や,水 面 下1m以 深 に存 在 す る もの は採集 でき ない

欠点 が ある。 しか し,餌 環 境 の ・・・…tL部を理 解 す るに は有 効 な 手懸 りで あろ う。 採集 の結 果 をTabエel2に

示す。

Table 12. 島根 沿 岸の シイ ラ漬 漁場 で6～Io月 に表 層 曳

稚魚網で採集された稚魚

Ust of Juvenile fishes caught by surface net collections 

in ° iira - Uke ° fishing ground off Shimane prefecture 

during Juie through October ~1955-57



調査 が行 なわれ た6～10月 は 稚 魚の種 類 ・量 が も つ とも多 い 季節 で,採 集 された 稚魚 は35科 、

約50種 とそ の外 に 種名 不詳 の も の147尾 を含め て合 計17.191尾 を得 た 。主 な魚種 は 暖水 性の

もので カタク チイ ワシ ・ヒメ ジ ・カ ワハ ギ 。ニ ジギ ンポ ・ア ミメ ハ ギな どの順 に 出現回数 が多 く,採

集 尾数 はカ タ クチ イ ワ シ とヒメ ジの2種 が 圧佃的 に多 い。 ところ で 。最 多 出現 種 のカ タ ク チイ ワシ ・

ヒメジ ・カワハ ギ類(カ ワハ ギ ・ア ミメ ハ ギ ・ヨ ソギ)の3種 に つ い て.8・9月 の分 布状況 を年別

に図示 す る と Fig . 2 8 の よ う に な る。

 i~ 28. シイ ラ漬 漁場 に お ける8・9月 のヵ タ クチイ ワ シ ・

ヒメ ジ ・カワハ ギ類 稚 魚の 分 布

( a- c) Relative seasonal atxznda.re of juveniles of 

Figraul is japonica,Upeneus bensasi and aluterids in the 

waters off Sriimane prefecture,based upon the data o larval 

net collections made in August and S eptember,1 9 5 5-1 9 5 7.



b. Aluterid fishes



Fig. 28 をみ ると,カ タク チイ ワシ は3か 年 の うちでlg56年 が 分 布範 囲 ・採集量 と も卓越 して

お り,特 に浜 田 沖 合30～80浬 附 近 に多 く.9月 に は沿 岸の 採集 材料 に もお よ んでい る。 カ ワハ ギ類

は3か 年 の 分布 ・出現 状 況 に大差 は 認 め難 い。 ヒメ ジは1955年 に もつ とも多 く出現 し,1957年

には極めて少なかうた,

3か年間に採集された稚魚類について考察すると,シ ィラの胃中にみられた稚魚類は稚魚網の表層採

集で ・その時期に もつ と も多 く得 られ たカタ グ チイワシ・ヒメジ・ カ ワハ ギ類であった。 これ ら 繍 の

分布 ・出現 状 況 に応 じて,シ イ ラの 胃中 には1955年 に ヒメ ジが,1956年に カタ ク チ イワ シが.

1956・,57年 に は カワハ ギ類 が も つ と も多 くみ られ て い る。 しか し,1957年9～10月 には

ヒメジ ・ヵタ ク チ イ ワシの 出現 が 少 なか つ た に もか かわ らず多 量 に捕 食られて い た。この こ とは.採 集

の不完全 に よる のか,そ れ と も撰 択的 索餌 に よる ものか定 か で ない が,次 の こ とが考 え られ る。

前項 に よる と,シ イ ラ の 胃中 に 出現 した中型 魚類 は いつ れ の場合 も或 る1種 が 卓 越 して い て.ト ビウ

オ ・カタ クチ イ ワシに よ り 占め られて い る ことが多 か つた が,ま た,マ イワ シ ・ケ ンサ キイ カな ども重

要種 であつて,こ れ ら数 魚種 の間 で卓越 種 は変動 を して い る。 卓 越 種 を表 層 生 物 相 の代表 的 種 とす る と,

代表 種は漁期 間に2～3度 交 代 してい る。 そ の交 代期 に は胃中 の 中型 魚類 の 出現 は最 少 とな り.そ れ に

・め つて 稚 魚類の 出現 は最 高 とな る。 した が つ て
,椎 魚類 が高 率 に 捕 食 され る現 象 に,稚 魚 資源 の増加

によるとみ る よ りも,む しろ,餌 とす る 中型 魚類 資源 の減 少 に よる もの と思わ れ る。

以上を総 合 す ると.シ ィ ラは主 に 中型 魚類 を 捕食す るが,そ れ が甚 だ少 ない とか,ま た は.稚 魚 類 が

多量 に存 在 する場 合に は稚 魚 を も捕 食す る もの と推 定 され る。 そ して,シ ィ ラの よ うな 食性段 階 の高 い

魚に とつ ては,稚 魚類 が餌 料 生物 の大 きさ の下 の限 界 で あ る と思 われ る。

5.餌 と した稚 魚 類の 特 徴

前項の稚魚類の うち (Table 1 2) ,イ シダ イ 。ニ ジギ ンポ ・カ ワハ ギ類 は流 れ 藻 につ く こ とが知 ら

れてい る。(内 田,1926・1927;内 田 ・庄 島,1958:千 田,1962)。 しか し,こ れ ら

の稚魚が シ ィ ラに よつ て捕 食 され た のは 流 れ藻 に伴 なつ てい る 状態 の 場合か ,ま た は,海 中 を浮遊 中の

場合か明 らか で ない。 そ こ で,限 定 され た海 面 に おいて 流れ藻 に伴 なつ ていた 稚魚 と,そ うで ない 条 件

の稚魚と を稚 魚網 で各54回 つ つ 採集(6～lO月)し て ,両 者 につ い てイ シダ イ ・ニ ジギ ンポ ・カ ワ

ハギ類 の採集 尾数 や 体長 組 成 を比較 す る こ と とす る。

児島(1963)に よ る と,両 者 の間 に は同 種の もの で も採集 尾数 や 体長 組 成 に 明瞭 な相 違 が 認 め ら

「れる
。 すなわ ち,流 れ 藻 を 拠 ・獲つ た 場 合 に は特定種 が数 十 ～数 百 尾 も採集 され,魚 体 も2～4cm程 捜

のものが 主体 を な して いた が.そ うで ない条 件 の 採集 では各 魚種 と も通 常1～5尾 程度 しか得 うれず
,

体長も 三⑳ 未 満の もの が過 半 を 占め てお り,体 長 に よつ て流れ 藻 に つ く状 態が違 うよ うで あ る。 Fig.

・29に ζの よ うな調査 材料 と,シ ィラの 胃中に み られ た稚 魚の体 長組 成 と を図示 す る
。

 Fig. 2 9に ょる と,胃 中に み られ た カワハ ギ類 。イ シダ イ ・ニ ジギ ンポ の体 長 組成 は ,流 れ 藻 つき

稚魚のそれ に近 似 して い る。 これ らの 稚魚 で は 流れ藻 につ い てい た もの が捕 食 され る と考 え られ る。

『レイラ
の 胃中に は,そ の外 の 稚魚 と して カ タ クチイ ワ シ ・ヒメ ジが み られ る。 この 稚 魚は 流 れ 藻 に伴

なつて 採集され なか つ た がtl曳 網の最 多 採集 尾数 は カタ クチ イワ シ2,375尾,ヒ メ ジ271尾 であ



Fig. 29. 異なつた方法で採集 したシイラ胃中の稚魚類の体長組成

 Caaparison between body length compositions of juvenile fishes 
 found in stomachs of dolphin( dotted, histograms) and those caught 

by surface haul with larval net made in two different vays; 
 one vqRy together with drifting sea weeds ( solid histograms ) and, 

 another avoiding the influence of drifting sea 'weeds (open nistograms )

った。 こ のよ うな 稚魚 の 被食 尾数 を示 し

た のがFig.30で あ る。

rig. 30 シイラの胃中にみられた稚魚の被食尾数

Number of prep juvenile fishes four d 

in a s tomch of dolphin.

Fig. 30 に よる と.流 れ 藻 つ き稚 魚

の被食尾数はだいたい5尾 前後であるが
,

カタ クチイ ワシ ・ヒメ ジは 数 十 尾つつ 食

われ て い る。 この こ とか ら シイ ラが特定

種 を選択 的 に捕 食 す る とは 断定 で き な い

が.海 中 に お ける餌 料 稚魚類 の存 在 様 式

が餌 の対 象 と して 大い に 関係 して いる と

い え よ う。 す な わち,カ タ ク チイ ワ シ ・

ヒメ ジは稚 魚網1回に1万 尾が 採集 され

るな ど濃密 な群 を造 つて お り(内 田 ・道

津,1958),イ シダ イ ・カ ワハ ギ類.

は流れ藻 につ い て群集 して い る こ とが 明

らか であ る。 さ らに,被 食 尾数 は1曳 網

での最 高 採集 尾数 の 多い種 は被 捕食 尾 数

も多 い。 したがつ て,シ イラ が捕 食 の対



象とする稚魚は単に海域における分布密度のみによるものでな く,条 件として自然に群集 生を持つもの

か、または浮遊物などを媒体 とするとか,な んらかの要因に よつて相当の群れを 造る魚種 であることが

必要と 考 え られ る。

第4節 食 性 に つ い て の 総 合 考 察 と結 論

シイラは稚 魚期 に Copepoda を鋪食し,流 れ藻に伴なう時期になると他魚種の稚魚類を捕食しだしb

幼魚になる嫌 れ藻を離れ外洋稚魚 類を捕食し だす。成魚になると餌とする種類は魚類 ・節足・軟体

・腔腸動物とその範囲は広いが、餌料構成種の殆んどは表層性魚類である。 この中には.マ イワシ ・ウ

ルメイワシ・マアジなど中層性魚類もみられるが 。これらに小 ・中型魚に限られ 体長に限度がある。ま

だ。ヒメジ・イシダイ ・カワハギ類は,元 来,底 生性魚類であるけれども,こ れらは浮遊期から底棲生

活に移行する過度期の段階のもので,春 ～秋に対馬暖流域に現われる表層性稚魚の代表的種類である(

内田.道 津,1958)。 また.腔 腸類なども海面に浮遊 しているものであるから,シイラ が餌とする

生物はごく海面近 くを遊泳するか 、あるいは浮遊す るものに限定されているといつてよい。

シイラの索餌範囲は遊泳層からも推察されるとお り,生理的 に海の下層へ潜入することができないか

ら(内橋,1953),海 面附近に制約 されると思われ る。そのためにも餌はごく海面近 くのものに限

られるのであろう。このような餌環境において シィラは中型魚類を主に摂るが.そ れと同時に稚魚類 も

摂つている。食性段階の高いシイラの成魚が稚魚類を餌の対象とすることは,一 見,矛 盾しているが.

餌とする中型魚類が少ない場合にかぎつて副次的に 稚魚類 を摂るのであつて,餌 環境の餌がしばしば不

足することを示 している。 シィラのように餌環境が限定されていると.餌 資源の多少が漁況に影響する

ことが甚 しい と考 之 られ る。



第4章 シイラ漬漁業

シィ ラ総 漁獲量 の約60%は シィ ラ漬 漁業 によって水 揚 され て い る。 しか も,こ の漁業 は海 面 に 漬木

を敷 設 し.そ れ に集 まつ た 魚 群 を捕獲 す る とい う特 異 な 漁法 で あ る。本 章 では シィ ラ漬 漁法 お よ び漬 木

の周辺 に 構 成 され る生物 群 集 に つ いて 述べ る こ と とす る。

第1節 シ イ ラ 漁 業 と 漁 獲 量

シイ ヲが どの よ うな 漁 具 ・漁法 に よつて 漁 獲 され て い るか を農 林統計 表 に ょつて 調べ て み る, Table-

13に1954～1962年 の8か 年 に つ いて,主 な漁 法種 類別 に シィ ラ漁獲量 とそ の 百分率 を 示 した も

の であ る。

Table 13. 漁法 別 の シイ ラ漁 獲高

 (,tch of dolphins by type of fishery,( average through 1 954 

 to 1962 )

Table 13 によ る と.釣 ・延 縄お よ び旋網 漁法 に よる もの が圧 倒的 に多 く.平 均す ると旋 網が全 体

の約60%釣 ・延 縄 が約33%を 占め る。 第2位 以 下 には 定置 網 ・敷 網 ・刺 網な ど続 くが,こ れ らは シ

イヲ の漁具 。漁法 として問 題 とす るに足 りない ほ ど僅 か な もので あ る。 しか し,地 方 に よつ て は こ の よう

な漁法が 比 較的 重 要 な位置 を 占めて い る ところ もあ る。

シィ ラ漁法 の主 な種 類 が明 らか に され た の で,さ らに 漁具 に つい て詳 述 す る と,旋 網 は全 漁 獲量 の62

%を 漁獲 して い るが,そ の61.7%は シイ ラ 旋網 に よつ て 占め られ,残 りの0.3%が 一 艘あ ぐ り 巾着 網 ・

2艘 あ ぐ り巾着 網・ 逢 切 網 に よつ て 占め られ る。 釣 ・延 縄 の主 な漁具 はカ ツオ ー本釣 ・マ グロ延 縄 ・そ の

他 の釣 や 延 縄 で,ス ケ ソウ ダ ラ延 縄 に も僅 かな が ら漁 獲 され て い る。 そ の他 の主 な 漁具 では,ブ リ・ マ グ

ロ定置 網や そ の他 の敷 網 ・刺網 が あげ られ るが,ま た,以 西底 曳網 に も少量づ つ 漁 獲 され てい る。

ごれ は底 曳網 で捕 獲 した もの でな く,船 員 が航海 の途 中に釣 獲 し た もの であ ろ う。 この よ うに,シ ィ ラは

ほ とん ど総 て の 漁具 に ょり漁 獲 され て い るがb主 要な 漁具 は2～3種 に限 られ て い る。



つぎに,海 区 別 に漁法 別 の漁 獲量 お よびそ の百 分率 を,1960～1962年 の平 均 でFig.81

に示す。

Fig, 31. 日本近海における海区別の漁法別漁獲量

catches of dolphins in Japanese mters,by sea regions 

and. by type of fisheries .

Fig, 31 に よれ ば,太 平洋 側 では カ ツオ ー本釣 ・マ グ ロ延縄 が 主要具 で あ り,日 本海 お よび東支

搬 側 η よシイ ラ旋網に よつて 漁獲量 の大 多 数 を 揚げ てい る こ とが特 徴 的 であ る。 す なわ ち,北 海 道

海区は僅か9ト ンの漁獲(サ ケ ・マ ス定置 網,96.5%)で あ るか ら これを 除 く と,太 平洋 北 区ettsい

てtまカ ツオー一本 釣が第 一位(45%),マ グ ロ延 縄 が第2位(31%)で ,そ の他 の釣 ・延 縄 がこれ に

続いてい る。 この順 位 は 太平洋 中区 に おい て もほぼ 同様 であ るが,カ ツオ ー 本釣 に代 つ てマ グ ロ延 縄 が

館1位(33%)と な つている。 太平洋 南区 に おい て は少 しお もむ きが 変わ り,シ ィ ラ 旋網 がas一`位(

膨"



50.5%),そ の他 の 延 縄 が第2位(18%)を 占め,カ ツオー 本 釣 は第5位 に落 ちて い る。

日本 海北 区 にお け る シイ ラの 漁 獲は.そ の他 の延 縄が第1位 .儀そ の他 の 釣 が第2位 であ り,両 者 で

漁獲量 の45%を 占め て い る。 シ イラ旋 網は その他 の敷 網 につ い で 第4位(13.7%)で ある。 日本

海西 区 では全 海区 第1位 の 漁獲 量 を掲 げて い るが,そ の94.3%は シイラ 旋網 で 占め られる。 東 支 那

海区 も日本海西区 と近似 した傾向を持ち シイラ旋網が74・5%を 占めて,カ ツオー本 釣は第3位 で

5.4%に 過 ぎな い,

以 上 を総 合 す る と シ イラ の総 漁 獲量 の約60%は シィ ラ漬 漁業(シ ィ ラ旋網)に よつ て,日 本 海

西区 ・東支 那海 で漁 獲 され て い るこ とにな る。



第2節 シ イ ラ 漬 漁 法

１歴 史

シィラ漬漁業の起源は明らかでないが,束 インド諸島にこれと類似の漁法が広く行なわれてい

るところか ら (WESTENBERG , 1 9 5 3) ,一 応.南 方か ら伝わ つ た もの と思 われ る。

近 代 にお け る シィラ 漬漁業 の 歴 史 は明治 以前 と明治 ・大正 時代 お よび 現代 の3期 に大 別す る こ

とが で き る。 もつ と も古 い記 載 として 農 商務 省 水産 局(1912)お よ び 鈴木(1931)に よ

ると 「山 陰道 ・北 陸道 では シ ィラを もつば ら漁す る漁法 として 漬 漁業 あ り,こ れ を 漬木 とい う。

構造は 青竹(直 径8㎝)の 長 さ2m位 の もの約15本 を藁 縄 で 結束 し,こ れ に碇 を付 して 敷設 し,

集 まつ た シィ ラを 釣 獲す る」 としてい る。

明治時代 は 日本 海 側 の ご く一 部 の地 方 で,以 上 の よ うな 漬木 に集 まっ た シィ ラ漁群 を無 動力 船

によ り釣 獲 して い たが,大 平 洋 側 で は この 漁法 は全 く行 なわれ てい な かっ た よ うであ る。 つ ぎに.

明治30年(1897)前 後 よ り大 正 初 期 にか けて,紡 績 業 の発 達 と編網 機 の 出 現 とで編 漁 網 の

大:量生 産が 可能 とな り,ま た,漁 船 の動 力 化 がお こな われ た。 この時 代 の1905ん1912年

に シィラ 漁業 に初 めて 網 が使 用 され,網 船2隻 で旋網 す る方 法 が試 験 され た。

また,島 根県 水試 が1914～1918年 に か けて 動力 船 を使 用す る こ とに よつ て 漁船の 構 造 ・

漁具 ・漁法 を改 良 し,縦 来 の 無 動力 船 で は漁 場 の範 囲が 距 岸30浬 以 内で あつ た もの を60浬 の

沖合へ拡張 す る こ とに成 功 した。 同 じ く,山 口県 水試 も1916～1918年 に これ を試験 し,

縦 来の釣 漁法の み に よ る シイ ラ漬 漁業 に一 転期 をあた え,こ こに現 代 の シ イラ潰(旋 網)漁 業の

基 礎を確立 し た といえ る。 そ れ か ら,石 川県 水試 が1918～1921年 に,朝 鮮 慶 尚北 道 水試

が1924年 に島 根 県浜 田港 か ら資材 を,山 口県 豊 浦郡 か ら船 と漁夫 を 雇 い入 れ て シィ ラ旋 網漁

法 を試験 して い る(水 産 試 鹸場,1931)。

大 平洋 側の 高 知県 ・宮 崎県 水試 が漬 漁法(一 本釣)を 試験 した の は1903～1909年 であ

り,旋 網 漁法 を行 な うよ うに なつ た のは,ご く最 近 の こ とであ る。 シ ィ ラ旋 網 漁業 の発 祥 地 は

島 根県 ・山 口 県で あ る と云 え る。

2.漬 木 ・ 漁 法

漬木 の構造 は 地 方 に よっ て色 々 と異 な り,そ れ ぞれ特 徴輝 み られ るが,代 表 的 な もの2～3を

Fig .32に 示すe



Fig. 82.

Illustrating of constructions of "Tsukegi (bamboo shelter for 

dolphins) typical in Shanane district (a) Akita district 

(b) and Niigata district (c).



図中 の(a)は 島根 県 ・山 口県 沿岸 で使 用 されてい る基本 の 型で あ る。 構造 は台竹(孟 宗 竹 の

直径8～13㎝,長 さ2mの もの9本 を2段 に か さね る)と 玉 柳 竹 または 潮かつ ぎ(台 竹の 上 へ

長 さ約8mの 孟 宗 竹6本 をか さね る)か らな り,そ れ に 目標 と して 見 世木(長 さ約2m)を 立 て,

碇綱 を 水深 の40%増 し として 碇600Kgを つ け て 敷設 す る。 地方 に よつ て は,潮 か つ ぎ竹 に枝

をつ けた まま結 束す る とか,潮 かつ ぎ竹 の 中 ほど を巾広 く結 束 して琵 琶 の 形 に似 せて い る ところ

もあ る。

(b)は 秋 田県 船川 地方 で 使用 され て い る もの であ る。 ほ ぼ4mの 孟 宗竹4本 を平 に並 べ て,

それ を横 木3本 で 固 定す る。 そ の上 に同 じ く孟 宗竹2本(8～10m)を 縦 に並べ る。 この場 合,

漬木 の尾 部 を末 広 が りに す るの は 波浪に 対 して安 定 を保つ た め であ る。

(c)は 新 潟県 佐渡 が 島 で使 用 され て い る もの であ る。 長 さは6～7mの 孟宗 竹30～40本

を,切 断 面 の大 き さを適当 に交 互 に 組 合わせ て長 さ10～12mの 筏 に束 ね た もの であ る。 これ

は(a)・(b)の 漬木 に 較 べて 大型 の もの であ る。 前 者 が一 船 に つ さ30～60個 を敷 設 して

旋 網 で操 業す るの に対 し て,後 者 は1船 で1個 を 敷 設 して その 周囲 で釣 ・延縄 で漁獲 す る漁法 上

の 違 い に よ るた めであ る(新 潟 県 水試,1962)。

つ ぎに,山 口県 ・島 根県 沿岸で 使 用 して い る旋 網 漁具 の 概略 を述べ る。 網 の打 ち廻 しの 長 さ

(浮子 綱 の 長 さ)は 略170～180m,目 合 い は袖網 で91～1201mn,魚 捕 部 で30㎜,網

丈 の最 深 部 は約10mで あ る(農 林 統計協 会,1959)。

漁携作業は,漬 木に近づいたら船の速力を落し,船 橋上の見張り人は竹竿(長 さ10～15m)

の先にイカを付した誘いを海中に入れて魚群の集まり具合を判断し,投 網の可否を決定し指示す

る。魚が漬木についていると撤餌を散布して誘導しながら投網する。その際に,船 は債木との距

離を10～15mに 保つて債木の片側から潮上の漬木頭部を迂回し,接 近方向の反対側にいたる

と投網を開始し,順 次に袖部を投下して魚群を旋き,債 木の真横附近で投網を完了し直ちに揚網

を始める。

この作業 は その時 の 潮 流 や風向 に対 処 して 色 々と変 化す るが,一 般 にはRig.33の よ うに潮

上 か ら潮 下へ 投 網 を開 始す る方 法 が用 い られ る。 しか し,そ の時 の状 況 に よつ て は シ ィ ラが債木

か ら離れ ない場 合 があ り,上 述 の方 法で は捕 獲 で きな い か ら,Fig.34の よ うに漬 木 を 内 に入

れ て旋 網 し,揚 網 の際 に船 と袖 網 との 間隙 か ら潰 木 を網 の外へ 押 し出す 方 法 を と る。 この 時 に は

潮 流方 向 と風 向 とが反 対 で あ る,ことが望 ま しい。



Fig, 33 . 債木 つ きシ イ ラの旋 網 方 法

Schematic diagrams showing usual process of purse seine operation 

forfi ehes gathered around "Tsukegi", In the morning and evening 

the sdina boat begins to encircle fishes in a harrower area and 

closer to "Tsukogi" (A) than it does in the daytime (B).

Fig. 34. 漬 木 を内 に入 れ て 旋 網 す る方 法

Another process of purse seine operation ; "Jsukcei" is first 

ericircled together with fisYe .s, and as the net is hailed up it 

is pushed out of the enclosure.



5.漬 漁 場 と し て の 条 件

日本近海の海底地形 ・海流とシィラ漬漁場 との開係をFig. 3 5 に示 す。

Fig, 35. 日本近海の海底地形 ・海流とシイヲ漬漁場

Distribution of "Shiirazuke " fishing ground (dotted area) 

in the Jala,nese waters in relation to topography an a 

current of the sea.



Fig_ 35 をみると,海 底地形の等深線は太平洋側で九州南端から房総半島にかけて接岸して

おり,大 陸棚がやや広い海域は房総半島以北 にみられるに過ぎない。それに較べて,日 本海側で

は東支那海から朝鮮沿岸,お よび本±西部沿岸につ らなる一連の 広大な大陸棚が見られる。現在.

シィラ漬漁業を行なつている地方のうち,秋 田県か ら鳥取県に至る漁場はいずれ も距岸10～30

浬の範囲に止まっている。一方,島 根県から長崎県に至る漁場は距岸80浬 の沖合におよんでい

る。太平洋側での潰漁業は宮崎県(豊 後水道)・ 高知県(土 佐湾)・ 香川県(播 磨灘)沿 岸の一一

部で,ご く小規模に行なわれているに過ぎない。

漬 漁場 は お お むね 水 深300m以 浅 の 海域 に 限定 され,そ れ よ り深 い海域 で は漬 木 を敷 設す る

の が経 済 的 に困 難 であ る。 島根 県 沿岸 の 漁場 内 に は,沿 岸 線に 沿 つ た 距岸10浬 線 上 を東 西 に約

1浬 聞 隔で総 計69統 の 債木 設定線 が沖 合 に向 けて もうけ られ てい て,そ れ ぞれの 漬木 設 定線 に

は 距 岸10浬 の点 か ら,1浬 間 隔 で沖合 に向 け50～60個 の 漬 木 が敷 設 されて い る。

夏季 の海流 はFig.35に 図示 した とお りで,太 平 洋 側 で は九 州 南 端か ら房総 半島 の 間 を黒 潮

が 羨 岸 して 流れ,流 速 は1～3ノ ツ トと非 常 に 大 きい。 しか し,日 本 海 側 では せい ぜ い1ノ ツ ト

まで の速 さで,局 地 的 には1.5ノ ツF程 度 の と ころ もみ られ る。

流れが早いと漬木の受ける流動圧が大 きく,そ のために債木が流失することも多い。事実,台

風の通過後には波浪の影響も加わつて多数の漬木が流失している。また,島 根県沿岸でも時々

1.5ノ ツト程度の急潮が起るが,そ の時には債木は頭部を水中に引き入れ られて棒立 ちとなつて

いる。このような場合には旋網作業が出来ず,船 上からの観察では水面近 くには債木に魚影が認

められない。 シィラやその他の魚も漬木に定位し得ないようである。結局,債 漁場の条件 となつ

ているのは,海 が浅く,流 速がそれほど速 くなく,か つ暖流々軸に近い海域 である。

第5節 シ イ ラ 漬 漁 業 と 漁 獲 状 況

1.捕 獲 魚 種 と 漁 獲 量

この 漁 業 に よ る 漁獲物 の 主 な もの は勿 論 シイ ヲで あ るが,そ の 他 に も多 数 の 魚種 が 混獲 され る。

い ま,1955～1958年 までの3か 年の 島根 県 仁万 港の シ イ ラ旋 網4統 に つ い て,魚 種 別の

漁獲状況をTable 14 に示す 。 た だ し,表 中の 魚種 の うち,シ ィラに は エ ビス シイ ラが,ビ ラ

マサ には ツム ブ リが 含 まれて お り,メ ジナそ の他 の雑 に は イス ズ ミ ・メ ジナ ・イ シ ダ イ ・イ シガ

キ ダ イ ・メダ イな ど一 括 した もの であ る。 また,カ ツオ ・マ グ ロ ・サ ワラ類 は行 動 が敏 捷 で 旋網

に よ る捕 獲 はほ とん ど不 可能 で あつ て,多 くは債木 で 釣 獲 され た もの で あ る。



Table 14 . 島根県仁万港の4統 の シイラ旋網船による主要魚種の

月別平均漁獲

Average monthly lardings of "Shiira-nuke" fishery by f our 

boats at Nima,imane Prefectura, 1 9 5 5-1 9 5 8.

Table 14 を み る と,漁 獲物 は シ ィ ラ ・ウ スバ パ ギ ・ア ミモ ンガ ラな ど暖 流性 の もの が多い

が,沿 岸 で 普通 に獲 られ てい る ブ リ ・カ ンパ チ ・メ ジナ な ども多 く捕 獲 され てい る こ とがわ か る。

量 的に は総 漁獲 量の93～96%を シイ ラが 占め,つ い で カ ワハギ類 が1.5～3%,オ キ ア ジが

0・.1～0・5%・ プ リ類 が年 によ り、異 な るが1・5%程 度 み られ ・そ の他 の 魚 種 は徴 々 たる もの であ

る。 これ らの 出現 は例 年 ほ ぼ 同様 の傾 向 を示 し.,プ リ類 が6～7月,カ ワハ ギ類が7～9月,オ

キア ジ ・メ ジナ ・その 他 の 魚 は8～10月 の聞 に主 にみ られて い る。

2.漬 木 つ き シ イ ラ 尾 数

　 　島 根県 沿 岸の 漁場 には債 木 が 四方 に1浬 間隔 で敷 設 され て い る。 この よ うな 澱木1個 に それ ぞ

　九 ξの程 度 の シィラが つ い てい るかを 調べ る・ 漬 木につ い た 魚を 旋い て捕 獲 した シィ ラの 数 ・す

　 なわ ち,漬 木1個 当 り捕 獲尾 数(農 木つ き尾 数)を.1963年 と1964年 の6～10月 の 資料

　 か ら求 める とFig.36の とお りであ る。



Fig, 36. 漬 木1個 当 りの シ イ ラの つ き尾 数

Frequency distribution of catch in number per "Tsukegi " 

operatio; In all 3 6 3 operations were made. 

1 9 6 3 (operhistogra m), 1 9 6 4 (shaded.)

Fig_ 36 によ れ ば,シ イ ヲの漬 木っ き尾 数は1～3,000尾 の範 囲にわ た るけれ ど も,そ の

最多 尾 数 は1963年 に1,100尾,1964年 に230尾 であつ た。 また,両 年 の漬 木 つ き尾

数 の モ ー ドは1963年 に30～100尾 に ある が,1964年 に は3～10尾 に み られる。 こ

の よ うに,漬 木つ き尾 数 は年 に よつ て大 きく変動 す るこ とがわか る。 この 原 因 を 両年 の 漁況 か ら

推察 す る と,1964年 の 島 根県 沿岸の水揚 高 は 雨年の 約1/3に 過 ぎなか っ たか ら ・来 遊 魚群

が 少な い と漬木 つ き も少 な くな る と考 え られ る(第6章3節 参 照)。

以 上 で述べ た 債 木つ き尾致 は,同 一 の漬 木 を毎 日操 業 した 場合 と 荒 天 な どのた め4～5日 間

休 業 を し てそれ か ら操 業 した 場合 と を区 別せ ず して 示 した もの で あ る。 しか し,両 者 は 実際 にお

い て 債木 つ き尾 数 に相 当 の差 異 が み られ るはず で あ る。 そ こで,同 一 の漬 木 につ い て毎 日操業 し

た 場 合 とそ うでな い場 合の 漬 木 つ き尾 数をFig.37に 示 す 。

図 中の点 印 は操 業 した が シィラの つ きが0尾 の 漬 木を示 す。



Fig. 37. 債木を連日操業した場合と日致をおいて操業した場合のシイラ

つ き尾蚊



Variation in abundance of dolFbins under "Tsuiwegi " according to 

vi,thir operations were mace or not in previous days, 

"TsuKegi 11 no
. 1: 1 0 miles off, no, 10:20 miles off, no. 3 0: 4 0 

miles off from the coast, respectively.

Fig. 37 をみ る と,1964年8月7日 か ら13日 の 間は潰 木 香号1～30番 まで連 日操 業

して い る。 漁獲状 況は 沿 岸の 漬 木(1～7番)と 沖合 の漬 木(19～30番)に それ ぞれ1～30

尾 の シイ ラが捕 獲 ぎれてい るが.そ の 中 闇の纏 或に 敷 設 さ れ た漬 木 には1尾 もみ られ て い な い。

この ことは,沿 岸 と沖合 の 海域 が 当 期 の来 遊経路 に当 る た め連 日 操業 して も毎 日多少 の 債木 つ き

が 認 め られ,来 遊 経路 か らは ずれ た海 域 の 債木 には ほ とん ど認 め られ な い ことを示 し てい る。

また,8月28日 か ら9月1日,9月3～4日,9月6～8日 ま での 記録 に よる と,来 遊 経路

に 当 つ て いる海 域 の債 木 で も連 日操 業 す る と.シ ィ ラがつ い てい る債木 の数 や 潰木 つ き尾数 が次

第 に 減 少 してい る こ とが明 らか に想 像 され る。9月1日 ～4日 の 漁況 で は 操業 した債 木数 十 個分

うち謹か1～3個 に シィ ラが み られ た に過 ぎな い。 しか し,荒 天な どで1日 の間 を置 い て操 業す

る と,9月3日,6日 の よ うに 多 くの つ き魚が み られ る。

来 遊 魚群 が 債木 によ つ て 漁獲 され る効 率は標 識放 流結 果 か らみ て他 魚種 に比 較 して非 常 に高 いか

ら,こ の よ うな 現 象は 漬 漁場へ 加入 す る 魚群 量 と 漁獲量 との 相対 的 関係 を反 映 した もの で あ ろう

3.浮 遊 物 つ き シ イ ラ 尾 数

1964年6～10月 の 間に おい て,13統 の シィ ラ旋網 船 が海 面の 浮 遊物 を発 見 し,こ れ を

利 用 して操 業 した回 数 は166回 に お よん で いる。 多 い時 は1日 に3～4回 もこの よ うな 操業 を

行 な い,漁 獲物 の過 半 数を これ に よつ て捕 獲 ず る 漁船 もあ る。

この よ うな浮 遊 物 は 主に 面積4～9㎡ の 流れ 藻 と,山 口県 沿岸の 漬木 が流 れ て きた もの,そ して

板 切 れや 丸太 な どの 流 木 で あ る。 浮 遊物 の 橦類 と利 用状 況 をTａｏle15に 示 し,名 種 浮遊 物 の

シ イ ラのつ き尾 数 をFig.38に 示 す。



Teble 15. シイラ旋網船による各種浮遊物め利用状況

Number of operations of dolphin purse seine taking advantage 

of fl otsaf.

利 用 した 浮遊 物 の割 合 は流れ 債 木が総 数の約50%,流 れ 藻 が40%を 占め てい る が,そ の

80%は7～8月 に利 用 され てい る。 これ らの発 見 水域 は い ずれ も距 岸20浬 以 遠の 沖合 で あつ

た。 一 般に 流れ 藻 は沖合 よ りも沿 岸 に 多い が,沿 岸 の 流 れ 藻 を利用 しない の は シィ ラがつ い て い

な い か らで あ る。

Fig.38を み る と,各 種 浮遊 物 に よ る シイ ラの最 高 捕 獲尾 数 は,流 れ 藻 で1,670尾,流れ

債 木で700尾,流 木 で542尾 であっ た。 そ し て,捕 獲 尾 数 分 布の モ ー ドは 各種 浮 遊物 と も

30～100尾 に み られて,同 年(1964年)の 漬 木 つ き尾数分 布(Fig .36)の モ ー ドに

較べ て 甚 だ多 い こ とが わか る。

以 上か ら,流 れ藻 と流木 お よび 漬木 とは構 成物質 や浮遊 形態 に 大差 が認 め られ るに もか か わ ら

ず,シ イラの つ きは同 じ傾 向 にあ る。

また,筆 者 自身 の観察 として動物(牛)の 死体 に700尾 がつ い て いた の を確 認 した こ とがあ る。

シィ ラ旋網 漁業 に長年 従事 してい る漁 夫は 浮遊 物 の 色 彩や 付着 物 の状 態か ら シィ ラ魚群 の有 無 を

判 断 して い る。



Catch in individual number

Fig, 3 8, 浮 遊 物の 種 類 と シイ ラつ き尾 数

Distrituti on of abundance of dolphins user three hinds of flotsam ;

drifting sea weeds (open histo gram) 

driftiing ' Tsukegi " (dotted) 

drifting timber (shaded)

第4節 漬 木 つ き 魚 群 集

1.漬 木 つ き 魚 種

1955～1962年 にわ た り島根 県浜 田 ・仁万 ・山 口県 阿 武郡 江 崎沖 合 の漁場 で シィ ラ旋 網

船 およ び 試験船 が漬 木か ら捕 獲 した 魚種 とその大 き さを示 したの がTable16で あ る。



Table 1 6. 潰 木 で採 集 し た 魚種 と その大 きさ

Species of fishes anct their size caught under 

" Tsukegi "
,

Table 16. をみる と,漬 木 か ら捕 獲さ れ た 魚種 は、合 計12科25種 におよ ん でい るこ と

が知れる。魚種は季節的に暖流性のものが多いが,ま た,沿 岸で普通に獲 られている魚種も多く,



オ ニ ア ジ,ス ジ ハ ナ ビ ラ ウオ (ABE,T. ,S. KOJIMA,& T. KOSAKAI, 1963 ) の よ

うに 漁 期 趨に 数 尾 しか 捕獲 され な い もの もあ る。 これ らの体 長組 成 は全 長7～8㎝の 幼 魚か ら

120㎝前 後 の 成 魚 まで で,魚 体範 囲 は魚 種に よっ て ほぼ 定 まつ てい る。

種 別に す る と小 型 魚は イ シダ イ ・メ ジナ ・オ ヤ ビチ ヤ ・イ ス ズ ミな どであ り,中 型 魚は ツバ メ

ゥオ ・ア ミモ ンガ ラ ・プ リモ ドキ ・プ リ ・カ ンパ チな どで あ り,大 型 魚は シイ ラ ・カ ツオ ・マ グ

ロな どであ る。

漬木 か ら捕 獲 され た 魚類 は,内 田 ・庄島(1958),千 田(1962)が 流 れ 藻か ら採 集 し

た 魚類 の大 き さに較べ て,甚 だ 大型 の もの で あつ た。 これ は使 用 漁具 の違 い に よっ て ・大 型 魚や

そ の 反対 に 小 魚が 捕 獲 され なか つ た と思 われ るが,さ らに,流 れ に 対す る挙 動 が債 木 と流れ 藻 と

で は本 質的 に相違 す る こ とに基 づ く もの と考え られ る。 す な わ ち,流 れ藻 は 水と共 に流れ るか ら

稚 ・幼 魚 もつ い てい るが,潰 木 は定 置 レて あ るた め に.遊 泳 力の 小 さな もの は流 さ れて しまつ て

債 木 につ いて 定位 し 得 ないた めで あろ う。

2.シ イ ラ の つ き の 生 態

シィラの漬木つき生態について漁携作業から観察した結果を述べる。

債木の周辺で誘い餌を入れ るか,曳 縄を曳航すると.そ の附近に遊泳している魚群はあらゆる

方向から水面を跳躍しながら追跡してくる。曳縄の擬餌針から半径20～30m範 囲に遊泳する

魚は,そ れを追跡 してくるようにみえ.る。釣獲状況は曳航速力6ノ ツ ト程度がもつともよく,そ

れ以上の速力では シィラは擬餌針に到着し得ず ・しだいに離されていく ・また ・速力を6ノ ツト

以下に落すと擬解針と視覚,あ るいは聴覚 との関係か らか釣獲は悪 くなる。

遊泳状況は朝 ・夕方に漬木の頭部周辺に濃密である。曳縄を入れて漬木の周辺を航走すると。

擬餌針が漬木頭部からやや潮上に移動したところで一斉に シィラの追跡が起る。同じ漬木を3～

4回 廻つても同様の現象がみられるが,債 木側面や尾部の附近つまり漬木に対して潮下では魚は

余 り見受けられない。 日中には漬木つきが少なく,餌 つきも悪く,2回 目を廻つて釣獲す ること

は珍らしい。したがつて,シ ィラ旋網船 も朝 ・夕方には債木の頭部に直走し,10m内 外に近ず

くと誘い餌を入れ,撒 餌を散布しながら投網に移るが,日 中においては20m以 遠か ら誘い餌を

入 れ.漬 木 を大 き く1旋 回 して 魚を 集 めな が ら,2回 目の旋 回 で投 網 に移つ てい る。 (F i g,

33)。

夜間 で も望 月 で 凪 の場 合 に は 旋網す る ことが あ る。 シ ィラの夜 間の 行動 は鈍 く,そ の た め漁獲

は 朝 ・妨 と同 じ程度 にみ られ る。 成 魚の灯火 に対す る反 応 は認 め られ な い。 しか し ・,集魚灯 を

点 灯 して 釣具 を 漬木 の 下 に投 ず る と,漬 下か ら シイ ラが 出て きて 釣獲 され るのが 観察 され た。

漁 夫 の多 くは シ イラの 行動 に ついて,「 日中に は漬 木 を離れ て 遠 くえ遊 び に出 るが,夕 方 に な る

と元の 債木 に 帰つ て 来る」 もの と信 じてい る。 こ の こと は,日 中の漁 獲状 況が朝 ・夕方の1/3

程 度 しか 獲れ な い こ とに由 来 して お り,日 中 には シィ ラが朝方 よ り も広範 囲 に分 散して い る こと

は ほぼ確 実 で あ る。



魚群を誘導す る際に撒餌としてイワシ・シィラなどの切身を散布すると,群 れてそれを捕食し

なが ら潮下の債木側面までついてくるが,漬 木の尾部附近に至ると反転して漬木へ逃避するもの

が多い。 したがつて,で きるだけ急速に旋網するのであるが,失 敗することもある。一度旋 き損

じた魚群は二度目の誘いには前回の途中までしかついてこず,そ れ以上の誘導は難しい。このよ

うな魚群は 「ておい」 と称して,認い の状況から判断 して漬木ごと旋網す る方法がとられている。

一 網中にあつては水平方向の逃避行動のみで,網 底へ潜行するものは認められない。

5.漬 木 つ き魚 類 の食 性

シ ィ ラの 食性 は第3章 で詳 述 した。 こ こで はそ の他 の漬 木 つ き魚類12科24種 の 胃内容 物 を

調べ た結果 をTable17に 示す 。 これ に よ る と,内 容 物 に は微 生物 か ら魚類 までみ られ るが,

そ れ ぞれ の 魚類 は幾 らか の 限 定 され た餌 を 摂 つて お り ・幾つ かの 類 似 した 食 性 の グル ー プに 大 別

され る。 グ〃 一プ毎 に シイ ラの 食性 との 関連 を述 べ る。

1)擁 脚類 ・ク シク ラゲ類 を 主 に摂餌 して いた もの:オ ヤ ピチ ヤ ・ウスバ ハ ギ ・メダ イ ・ス ジハ

ナ ビラ ウオ で あ る。 これ らは シ ィ ラの 食性 と無 関係 であ る。

2)ギ ンヵ ク ラゲ ・エ ポ シガ イを主 に 摂餌 して い た もの:ソ ウ シハギ ・バ クセ イハギ ・ア ミモ ン

ガ ラ ・ツバ メ ウオ ・オ キア ジな どで あ る。 これ らには ギツ カ ク ラゲ(直 径3e㎝ 前後)が ほ ぼ完

全 な形 で,ま た噛 み砕 い た形 で 数 個 ～十数 個 ずっ み い だ され た が,シ ィ ラの 胃内容 に も多 くみ

られ てい る。

3)エ ポ シガ イ ・稚 魚を主 に 摂餌 して い た もの:イ シダ イ ・イ シガ キダ イ ・メジナ ・イス ズ ミな

どで あ る。 これ らの 内容 物 は雑 多 な ものか らな り,ヵ ワハ ギ 稚 魚や 流れ 藻片 で 腸管 が充 満 して

い る個 体 もあっ た。 シィ ラ も稚 魚類 を しば しば捕 食 してい た が,そ の 胃に は 多 くの場 合,流 れ

藻 が見 られ てい る。

4)稚 ・幼 魚 を主 に摂 餌 して い た もの:シ ィ ラ ・エ ビス シィ ラ ・プ リ ・カ ンパ チ ・ヒ ラマ サ ・プ

リモ ドキ ・ツム プ リ ・マ グ ロ ・カツ オな どで あ る。 これ らの うち,カ ンパ チ ・プ リ ・ツ ムプ リ

な どは流 れ藻 つ き稚 魚類 を主 に摂 り,マ グ ロ ・カ ツオ な どは シ ィラ と共 に カタ ク チ イ ワ シ ・ ト

ビ ウオな ど外 洋 性 魚 類 を主 に摂餌 してい る
。

漬木つき魚類の普偏的な食性を Table 17か ら結 論 ず け る こ とはで きない けれ ど も,あ る

時 期 と場 所 にお いて どの よ うな餌 を摂 つて い るか を知 る こ とが で きよ う。 そ れに よる と,漬 木

や シィ ラ と密 接 な関 係 に ある餌 を摂 つてい る もの もあ る し,全 く無 関係 な 餌 を摂つ て い る もの

もあ る。 この こ とは.漬 木つ き 魚類 の 食物 関係 が 複雑 な こ とを示 してい る。



Table 17. 漬 木 つ き魚類 の 胃内 容物

Food items found in stomachs of fishes under " Ts ultegi ".



4.漬 木つ き魚類の空間的分布

前項と潜水観察結果(児 島,1960)を 綜舎して ・漬木に対する魚類の空間的な位置を基本

的に示 したのがF i g,
.39で あ

.る。

Fig, 39 . 漬木 つ き 魚類 の 空間 的 分 布

Spacial die tri.bution of fishes around "Tsukegi" by Spa ciec.

A: O plegnathus fasciatus; Girella punctata;hyphosus 

    lembus. 

B : Seriola purpurascens; Seriola quinqueradiata; Seriola 

     aw eovittata; Canthidermis nvculatus. 

C : Al ut erxsmonoceros. 

D: Caranx helvolus; P'romethichthys prometheus. 

E : C oryphaena hi ppurus. 

F: Thunnus thynnus andK.utsuwonus pelamis.

魚類 の分 布状 況 は漬木 を 中心 と して,鉛 直 的 方向 と 水平 的方 向 とに 分 け られ る。 まず ・鉛直 的

分 布 につ いて,シ ィ ラは漬 木 か ら水深1～3m層 に分 布し ・水深1mま でのA層 に メ ジナ ・イシ

ダ イな どの 全長5㎝ 前後 の 幼 魚が 群 れ1.5～2mのB層 に カ ンパ チ.ブリ.ヒ ラマ サの 若 年 魚

や ア ミモ ンガ ラが 分 散 し,2～3mのG層 に は ウス バハ ギが ・3～4mのD層 に は オキ ア.ジ ・ク

ロ シビカ マスな どが滞 泳 し て 債木 つ き魚 の最 深部 魚種 とな つ てい る。・これ ら魚群 は 潮灘に よ つて

.潮上 に 傾斜 した碇 綱 に沿つ て分 布 し,同 「一魚種 で も深 部の もの ほ ど魚体 が 大 き く ・か つ ・広範 囲

に分 散し てい て,潰 木 を頂点 と して 円錐形 をな して い る。



水平的分布については,債 木の潮上水面5～10mのE水 面にシイラとヒラ ソウダなどが群れ,

それより以遠のＦ水面にカツオやマグ ロが遊泳し.漬 木の側面や尾部水面にはソウシハギなどが

散見される。以上はあくまでも基本的構造であって,実 際においては遊泳範囲の層別はそれほど

明瞭でなく,数 極類o魚 が各層に混泳 している場合が多い。遊泳水面の棲み分けはそれぞれの 魚

・ の食性によつて定まつているようで ・外洋性魚類を,摂るグループが債本からもつとも離れた水面

に分布する。

潰木についている魚群は潰木の周囲に一様に分布しているのでなく,粗 ・密がある。潜水して

観察すると,魚 群の密な場所は漬木の蔭よりも流向に支配されているようである。

すなわち,漬 木の尾部周辺でに水平的 ・垂直的に も魚群は極めて少ないが,漬 木頭部周辺の潮上

にはE・F水 面に濃密な魚群がみ られ,流 向に定位している。この水面の魚群はシィラやマグロ

・カツオのごとく強力な遊泳力と潜行力を持つものが主体であるから,遊 泳水面下に傾斜沈行 す

る碇綱との関係が考えられる。 シィラのつく場所は流向 と碇綱によつて制約 されているともいえ

よう。

㌘

・一一72一



第5章 シイラと漬木・浮遊物の関係

魚付林 や海 面の 浮 遊 物 は 古 くか ら資源 保 護 の立 場や.魚 群 発 見の 目安 とし て.漁 業上重要 な役 割

を果 して い る。 しか し,「 なぜ 魚が集 ま るか」 の理 由 につ い て は余 り明 らか で は ない 。 この 方 面の

研 究は 主 に 魚付 林 ・魚礁 につ い て 行 な われ て きた が ・これ まで に,魚 は蔭 を 好 む習 性 を持 つ(飯 塚

1951:末 広,1951:川 名,1959),お よび餌 科 生物 に 誘 引 され る(桑 谷,1962:

大 島,1948:宇 都 宮 。1956・1957),の2つ の理 由が 常 識的 に あ げ られ てい るに過 ぎ

な い 。

ここで は ・シ ィラが漬 木 に 集 ま る機 構 を ・蔭 ・音 「餌 料 の3つ の 面 か ら考 察 す る こ と とす る。

第1節 蔭 と の 関 係

1954年6～10月 にか け て浜 田沖合 の シィ ラ漬 魚場 で,6月20日 に敷設 され た11個 の漬

木 と,9月18日 か ら10月6日 にか けて 敷 設 された24個 の漬 木 の 両者 につ いて,敷 設 後の 経過

日 数 とシ ィラの 漬 木 つ き状 況 をFig.40に 示す 。

Fig.40に よ る と,古 い漬 木(6月20日 敷 設)に つ い て9月20日 以 降 の経 過 日数Xと 漬木

1個 平 均の 漁獲尾 数Yと の 関 係 を最 少 自乗法 で求 め る と次式 で示 され る。

また,新 しい漬木の関係は最初の15日 間をとれば次式で示 される。

古 い 漬 木 は9月20日 頃 に平 均15尾 程度 の 漁獲 がえられ るが,す で に終 漁期 に入 つ てい るた

め シ イラは一 途 に減 少 し,10月20日 頃に は2～3尾 しか 漁獲 され て い ない。 一 方,新 しい漬 木

の 漁獲 は敷 設 した 日か ら数 日間 は殆 ん どみ られ てい ない が,日 数 の 経過 と共 に 漸次増 加 して 古い潰

木 と正 反対 の 傾 向を 示し てい る。 しか し,10月5日 頃 に な る と古い漬 木 の 漁 獲 と変 らな くな り,

そ の 後 は 両漬 木 と も全 く同一 の 傾向 で減 少 して い る。 新 ・旧の 両漬 木 に シィ ラのつ きが 同一 の状 態

と な る まで に は,あ る期間 を要 す る ことが わか る。

以上 で述べ た ことは野 外 の観 察結 果 であ る。 これ に較べ て,室 内 実 験 では 魚 は特 異環境 下 での 行

動 を示 す もの と思 わ れ るか ら,こ れ を 自然 の状 態 とみ るわけ には ゆか ない が,調 査 目的に よつて は

利 点 が あ る。 シ ィラ と同様 に 浮遊 物 につ く習性 のあ る イ シダ イ ・カ ワハ ギ稚 魚につ い て.Fig.41

に 示 した 水槽 で人 工 的蔭 や浮 遊 物 に対 す る 行動 を 調べ た(児 島,1957)。 実 験 は,1)水 槽 中

に な に も置か な い場合,2)水 面 に蔭 を 落 した場 合.3)白 色 板 を 水面に 置い た場 合,4)黒 色板

を 水面 に置 い た場 合,5)黒 ・白 色 板を底 に置 いた 場 合,6)刺 戟 を与 え た場 合 につ いて行 なっ た。



Fig 40 漬木の敷設経過日数による漬木つきシイラ漁獲尾数の変化

Variation in number of dolpkli ns under "Tsukegi " with the lapse

of days,

A , A' Set in the sea on June 2 0 , 1 9 5 4 

B , B' : Set on September 2 0.

Fig 41. 実 験 に 使 用 し た 水 槽



Schematic diagram of the aquarium usedd in the experiment on 

be-mvior c juvenile fishes against a shade and a black 'or

vite plate

1 't : a shade was cast from top. 

right: the division of square.

p : plate T : thread S : shade T' : shade of the thread

　 実 鹸2)に よ る と,イ シダ イの行動 は 実験1)の 場 合 と変 らな かつ たが,カ ワハ ギは 蔭 の部 分 に

入 る と行動 が緩 慢 とな り,か つ,底 部の投 影 に 潜行 す る もの が あっ た。 実験4)・5)に よ る と,

イシダ イ は底 の 黒 色 板 に集 ま り,カ ワハギは 水 面 の 黒白阪 に 集 まつ て摂 餌 様動 作,す な わ ち ・カ ワ

ハ ギは 板面 を 口先 で断続 的 に コ ツコ ツ と啄 み,イ シダ イ は連 続的 に 口先 を左 右 に 動か し 擦 りつ け る

動 作 が 判然 と認 み られ た。 この よ う な摂 餌様 行 動 を 誘導 させ る各 色の 板の 順位 は,イ シダ イで 水面

白 色板 く 水面黒 色板 く 水底 黒 色板,カ ワハギで は水底 黒 色板 く 水面 白 色 板く 水 面黒 色 板の 順 であつ

た 。 ま た,イ シダ イ(全 長18～25㎜)は 白 色板 に 集ま り摂餌 様 行 動 をなす が,全 長35～38

㎜ の もの は警 戒物 として 逃 避 的行 動 を した。 そ して,水 面 に落 下し た 昆虫 に対 し ては,活 動 の 大 き

い昆虫ほど試魚が集まつた。

以 上 の よ うに,白 色 板 とい う同一の 刺戟 源 に対 して,刺 戟の 受 け と り方 の 程度,な らびに そ れた

対 す る反 応程 度 が 同一 種 で も成 長段 階に よっ て異 な る。 これ は ・成 長 に伴 な う生活 様 式 の変 化に伴

な つ て お こ る受容 器 や 感覚の 中枢の 変化 に もとつ く もの であ ろう。そして,白 色 板で 摂餌 様 行 動 をな

す 以 前 に,白 色板 に接 近 す る行 動 が先 行す る。 この行 動 は 白色板 の存 在 に よつて 形 成 され る照度 と

無 関係 とはい え ない よ うであ る。 ま た,実 験6)で 水面 を 棒 で撹 拝 す る な ど物 埋 的刺 戟 を加 え ると ・

試 魚 は或 る場 所 に逃 避 し 沈下静 止 した。 よ り激 しい 刺戟 を加 えな い 限 りそ こを離れ なか つ たか ら,

そ の場 所 を 逃避場 所 とす る とイ シダ イは 蔭 く 水面黒色板＜ 水底 黒 色板の 順 位 で選 択 し た。 逃避 場所

の 選 択順 位は 摂餌 様 場所 の順位 と一致 して お り,視 覚 刺戟 の強 さに従つ てい る と思 われ る。

一般 に 魚類 の稚 魚時伐 は 趨光 性 を持 つ て い る(内 橋 ・1953)。 稚 魚類 が 流れ 藻 に 伴 うの は光

の 強 さの強 弱(広 崎,1960),視 覚 刺戟 に 対す る定位(千 田 ・星 野,1963・1964)な

ど が原 因 で あろ うが,そ れ らの 成 魚が 黒い部 分 に 隠れ る こ とも事実 で あ る(:MOHR・1960)。

シィ ラ も稚 ・幼 期 に は 趨光 性 を持 つ てい る。 趨 光 性は 視 覚刺 戟 によつて 誘 発 され る もの であ ろ う。

しか し,シ ィ ラ成 魚に は趨 光性 が な く,昼 夜間 の 漬 木に つ いてい る。 ま た,松 平(1951)は 魚

付 林の 光 学的 効 果を否 定 し,筆 者が潜 水観 察 した ところ で も蔭 は 判然 とせ ず,そ の よ うな場 所 と無

関 係 に 魚群は つ いて い た(児 島1960b)。 もし,シ ィ ラ成 魚 が視 覚 刺 戟 に よつ て 潰木 につ くと

し たな らば,新 ・旧潰 木の 漁獲 は最初か ら差 異 が み られ な いはず であ る し,漬 木つ き魚群 の空 間 的

分 布 も潮 上のE・F水 面 よ り漬木 の 潮下 水面 に 多 くみ られ るべ さで あ る(Fig.39)。



第2節 音 と の 関 係

内 橋(1953)は シ イ ラが 漬木 に集 ま るの は 波浪 に よつ て 生 ず る音響 が 関係 す る とし

WESTENBERG (1 9 5 3 ) はジヤバ海のラン濯ンと呼ぶ漬木漁法の実験から

predominant- Clupeid Iemuru• wiackerels

,Carangids

などが集まるのは蔭よりも綱の振

動音に定位するものと想像した。

1964年8月 上 旬,浜 田沖 合10浬 地 点 で.6月 中旬 に敷 設 した漬 木 と7月 下 旬に敷 設 した形

式 の 異な る4個 の 漬 木 に つい て海 中騒音 を測 定し 、それ ぞ れ に 魚の 集 まる具 合 を調 べ た｡漬 木 の形

式 はFig.42に 示 す とお り,A)・B)普 由 の漬 木 ・C)2mの 孟 宗 竹4本 を並 列 し た筏 ・D)

5mの 真 竹1本,E)ガ ラス玉 径35cmの もの1個 ・よ りな る。

Fig 42. 海中騒音の試験に供した漬木の形式

Illustration of construction of "Tsukegi " used in the experiment 

on no is e, 

 A) . B) .*common "Tsukegi " (sae fig. 32a) 

 C) ; bundle of f our sticks of bamboo, 2 m i n length and 1 0 cm 

      in diameter, with an anchor line of the same thickness as 

      type A and. B. 

 D) ; a stick of b amboo, 2 m in length. and 6 cm in diamter, with 
      an anchor line 5 mm thick, 

 E) : a glass ball 35 cm in diameter, with an anchor line of the 

      same thickness as type A

測 定装置 は 水中マ イク ロホ ン ・前 置 噌幅 器 ・主 噌幅 器で 構 成 され,水 中 マ イク ロ ホ ン受 波 感度 特

性 は50～35,000c/sの 周 波数 範 囲 で偏 差3db以 内 であ る。 水中 音の 録 音 は主増 幅 器の 出力 端

子 に磁 気 テ ー プレ コ ーダ ーを接 続 して お こなつ た 。 テ ープ レコ ーダ ーの特 性か ら録 音レ た周波 数範

囲 は100～10,000c/sで あ る。 測 定方 法 は 伝馬船 を用 い.潰 木 で 水中 マ イク ロホ ンの 深度6m



と10mで 海 中騒 音 を録 音 し,つ ぎに,債 木か ら離れ て その 影 響 がな い と考 え られ る と ころで 同 じ

く測 定 した。 録 音 し た騒音 は ス ーパ ーヘ テ ロダ ィ ン型 の 周波 数 分析 器

r LP-1

Panoramic Analyse-

で 分 析 し,ス ペ ・・Fラ ム を 求 め た*(間 庭,1961矯 本 闇 庭,1963・1964).

形 式 別債木 の海 中騒 音の スペ ク トラム をFig.43(a～f)に 示 す 。 こ こで注 意 を要 す る こ と

は,(a～c)よ り(d～f)の レベル が 一12db下 げ て 図示 して あ る。

Fig 43. 形 式別 債木 の 海 中騒音

Records of noise in the water from "Tsukegi " of different types. 
a) 6 m below "Tsukegi " Typo A. b) 6 m below "Tsukegi. " Type B. 
c) 1 o oi,l caistant from "Tsukegi " lY''Pe B. d) 6 m below "Tsukegi " 

Type C. e) 6 m below "TeUkeQ i " Ty e D. f) 6 m below "Tsukegi " 
Type E.

*本 調査は水産庁漁船研究室間庭愛信博士の協力を得た。ここに厚 く御礼を述べる。



Fig. 43 (a) はA漬 木の,(b)はB漬 木の 水深6に お け る 水中 音の スペ ク トラムで,両

者 に大 きな相違 はな い。A漬 木 は敷設 経 過 日数 の剖 に 付着 生物 が少 なか っ た。(c)は 漬木 か ら

約100ｍ 離 れ た と ころの スペ クト ラ ムで あ る。(c)に 較 べ て(a・b)の 騒音 レベル は200

%附 近 に おい て約9db,400～3,000c/sに おい て約10db,4.000～10,000c/sに おい

て 約8db高 い。 聴音 して いて も音 響 強度 お よ び音 色の 相 違 が認 め られ た。(d)はC漬 木 の も

の で海 中騒音(C)よ り1,000c/s以 下で レベルが 幾 分 高 い傾 向 が あ るが.そ れ以 上 の、周波数 で

は スペ クト ラムやレ ベ ル の 大 きな変 化 はみ られ ない。(e)はD漬 木 の もの で海 中 騒音(C)と

あ ま り変 化 は ない。(f)はE漬 木の もの で 海 中騒 音(c)に 較 べ1,000c/s以 上 の レベル が幾

分 高い が,ス ペ ク トラム その 他 の レペ ルは 変化 がみ られ な い。

以上のように.従 来使用の漬木は付着生物が少なくて も波や流れによって特有の騒音を発し,

スペクトラムは一般海中騒音よりレベルが高い。形式の異なつた簡単な漬木 も同様であり,こ れ

らにフジツボ ・エボシガレイなどの生物が着生したら,さ らに特異な騒音が加添され効果が大き

く な る もの と考 え られ る。

形 式別D漬 木 につ い て,シ ィ ラの 集 ま りを約1か 月間 観察 した 記録 が Table 1 8 で あ る。

Table 1 8. 形 式 別漬 木 と 魚 の つ き 状 況

Crison betwe;yn number of fishes observe, airier "Tsukagi.. "

of different types.

CH: Coryphaena hippurus 

AM: Aluterus monoceros 

GP: Gi rell a punc tata

c See Fig. 42.



Table 18 によ る と,A～C漬 木 に は シ イヲや ウ スバ ハ ギ ・メ ジナが 多 くみ られ た が,D・E

漬木にはメジナのつきも少なかった。D・E漬 木の海中騒音はArB漬 木より弱いけれども.シ ィ

ラが集まることは確実であ る。しかし.集 まつたシィラは他の環境要因である餌魚類や付着生物群

が少ないとか,な どによって急速にそこを離れることが想像される。また,漬 木の海中騒音によつ

て シィラが集まるとすると,流 木や流れ藻は水と共に流れるか ら,騒 音が少ないと考えられるにも

かかわらずこれに多数のシィラがついているのは説明できない。また,シ ィラが 浮遊物につくのは

構成物質や浮遊形態と全く無関係であつた(第4章 第3節 参照)。 このことば,浮 遊物の色彩や付

着生物群の多少か ら推して,古 い ものほど魚のつきが多く,新 しいものほど少ないことから,両 者

の相違は漂流期間や経路の他に付着生物や稚魚類の発す る騒音に基ず くもの と考え られる。

第5節 餌 料 生 物 と の 関 係

1.漬 木つき魚群 集の食物連鎖

こ こでは,漬木つ き魚群 集の構 造 を食 物連 鎖 関係の 面か ら検 討す る こと とす る。

漬木つ き魚群集 の構 造 を解析す る一つ の 手段 と して,漬 木つ き 魚類 とその 食 餌内 容 か ら食物 関

係 を生活 場 所 との 関 係 に やい てFig.44に 示 す。 この 図 は漬 木 に 生着 した り集 まっ てい る生 物

を,漬 木 か らの 距 離と栄 養段 階 に よつ て排列 してあ る。 まず,生 物 の 生活 場 所 は,1)債 木 の表

面(エ ポ シイガ ・フ ジツボ な ど),2)漬 木 や 着生 藻類 の 間 隙(カ ニ ・エ ビな ど),3)漬 木 と

充 分 距れ た場所(ギ ンガ クラゲ ・カ ツオノ カ ンム リな ど)の3つ に区 別 され る。 また,栄 養 段 階

は 捕 食 一被 捕 食 の関 係か ら,第1次 消費者(植 物 を捕 食す る動 物 で大 部 分の 魚の 食物 とな る),

第2次 消費者(植 物 食動 物 を浦 食す る稚 。幼 魚),第3次 消費 者(肉 食動 物)に 区 分 され る。

各次 消費者 間 の捕 食 一被 捕 食関係 をみ る と,第1次 消費 者の 甲殻 類幼 生 ・ワ レカ ラ類 ・貝類 は

第2次 消費 者の イ シダ イ ・カ ワハ ギ類 の餌 とな っ てい る。 しか も,こ れ ら両 者は漬 木の 下でほ ぼ

同様 な場 所 を 占め て い る。 第3次 消費 者の シ ィ ラ ・プ リ ・カ ンパ チな どは 第1・ 第2次 消費 者 を

摂つ てい るが,行 動範 囲が 大 き く漬木 と無 関係 な場 所の もの も捕 食 して い る。 シィ ラに被 食 され

る第2次 消費 者は 主 に外洋 性 魚類 で あっ て,漬 木つ き 魚類 とは捕 食 一被 捕 食関係 は み られ なか っ

た 。

漬木 つ き 魚類 は 浮 遊物 に もつ くか ら,漬 木 に つ く前 に他 の 浮遊 物 に つ いて い た 魚 もあ るは ず で

あ る。す なわ ち,ヵ ワハ ギ な どの 稚 魚類 は漬 木 にみ られ ない が ・漬木の 下の シィ ラ 胃内容 とし て

しば しば認 め られ た。 この こ とは,シ ィ ラが それ 以 前 に浮 遊 物に つい た こ とを示 してい る。 した

が つ て, Fig. 4 4 は漬木における食物関係と,浮 遊物 における食物関係 とが混合して示され

て い るo



Fig 44. 債木つき魚群菓の食物連鎖関係

Food chain in fauna under "Tsukegi ".



漬木と浮遊物との2つ の場合について.つ いているシィラの食物関係の相違を述べると.浮 遊

物の場合は第1次 消費者が第2次 消費者に捕食され,そ れはさらに第3次 消費者に捕食されるの

で,シ ィラと浮遊物に着生する生物とは直接的な食物連鎖関係が認められる。しかし,漬 木の場

合は第2次 消費者が存在しない。第1次 消費者は他の第3次 消費者に捕衆されているが ・シィラ

は第1・ 第3次 消費者(漬 木つき魚類)を 捕食しないから,シ ィラと漬木着生々物 との間には食

物連鎖関係は認められないことになる。以上のような両者の相違点が自然における魚の集まりに

影響すると考えられる。

2.摂 餌 生 態 か ら み た 関 係

シイラ稚・幼魚は流れ藻について稚魚類を摂つているが,若 年魚になると流れ藻の下では充分

な餌料を得 られなくなり.そ こを離れて外洋性稚魚群を捕食対象としだし,成 魚になると外洋性

魚類で流れ藻 と無関係な トビウオ ・イワシ類を捕食するよ うになり・餌料生物の栄養段階は成長

と共に高くなつている。

したがつて,シ ィラ成魚は一般的には流れ藻や漬太とその食生活において全 く無関 系な存在で

あるといえる。しかし,ト ビウオ ・イワシなどの餌が充分でない場合には,シ イラ成魚は若年魚

が主に摂る外洋性稚魚群を捕食し ・それが少ない場合には幼魚が主に摂 る流れ藻つき稚魚類を摂

つている。このような摂餌の履歴的行動はシィラの餌環境が海面のCく 上層に限 られていること

にも関係があるだろう。摂餌の履歴的行動は限られた餌環境に対する一っの適応現象とも考えら

れ る。

第4節 綜 合 考 察

第1～3節 にお いて シイ ラ と漬 木 との 関係 を,蔭 ・音 ・餌料 の要 因に つ い て別 固に検 討 して きた

が,こ こで 漬木 つ き機 構を綜 合 的 に考 察す る こ と とす る。

シィ ラは債 木 に謹 か1日 の 間 に100～300尾 も集 ま る(Fig37)。 これ ら 魚群 が 漬木 に

っ い たの は摂餌 の た めで はな い こ とは,捕 獲 魚の 胃内 容 や潰 木 附近 の 生物 の 食物 連 鎖 関係 か ら明 ら

か で あ る。 む しろ,海 面 で漬 木 に行 き当 つ た と き視 覚刺戟 に対 す る定 位 とい う型 で集 まつ た の であ

ろ う。 しか し.シ ィ ラは 単独 で遊 泳 して い る場 合 もあ る し,群 泳 して い る場 合 もあつ て一 該 に言 え

な いが ・漬木 に 偶然行 き当 つ た 魚だ け集 ま る とす る と ・漬木 つ き尾 数 は僅 か な はず で あるe'ま た ・

太 陽 コ ンパ ス(桑 原,1963)に よっ て漬木 と相 対 的 な位 置 を一 定 に保 と う とす る機構 で定 位す

るな らば,型 式 の異 な る漬 木 や敷 設経 過 日数 の 異 な る漬 木に も同 じよ うな 漁獲が み られ な けれ ばな
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らないはずである。

漁夫の間でシイラを寄せる方法として,漁 場で船の舷を連打す る習慣がある。また ・曳縄すると

擬餌針の位置か ら約30m範 翻の魚が一斉に行動 を起すことなどは,運 動視能力が形態視能力よ り

優れていることを示している。また,漬 木の水中騒音は約800m離 れ た所においてもマイクロホ

ンの感度をあげれば聴音できた。 この範囲のシィラが聴覚刺戟により債木に蚕近し,視 覚刺戟によ

つ て漬木に定位すると仮定すれば,多 数のシィラの潰太つきは可能であろう。 シィラの胃内容物か

ら浮遊 物に伴う稚魚類がみいだされるのは,浮 遊物に定位している間に捕 食された もので,定 位し

たための結果に過 ぎない と想像される。しかし,型 式別債太や敷設経過 日数の新 ・旧漬木のつきが

異 なるのは.視 覚刺戟により漬木に定位する前提として,成 育過程において浮遊物を生活場所また

は餌場として密接に関係してきたことを認めないわけにはゆかない。餌環境が悪化すると摂餌に 覆

歴的行動がみられるごとく,単 なる定位でなく,餌 場として定位すると思われる。したがつて,シ

ィラは漬木に定位しても餌料生物の少ない場合には急速にそこを離れることもあり,漬木 つ きの多

少が生じると考えられる。

以上を綜合すると,シ ィラの漬木つ き機轍ま聴覚刺戟により漬木に接近し,視 覚刺戟によつて漬

太 に定位し,そ こに餌があれば捕食する。また,餌 が充分に満たされた場合にも前述の経過で漬木

に定位する(第6章 第3節 参照)。 この行勤は前述の発現機構の上に発展したこ二次的機構（心理的)

によるものであろう。漬木につ く原因は ともかく,結 果的にシィラは漬木につく ことによつて索餌

の面で利益を受けているといえよう。
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第1節 漁 況 と 海 況 と の 関 係

1.漁 獲 水 温

シィラ漁獲水温の地理的 ・季節的な変化を検討するには,回 遊 ・移動状況が明確な日本海沿岸

がもつとも適当である。そこで,日 本海側沿県(鹿 児島県～青森県)の 月別漁獲状況と,そ れぞ

れの地先における表面水温の推移を Fig. 45 に示す。 この図の漁獲状況は農林統計による5か

年 間(1953～1957)の 月 別平 均 値 を示 し,水 温 は宇 田(1930・1931)が 各 府 県

水試(.1918～1929)の 定点観 測 の表 面 水温平 均値 によっ た。

Fig 45, 日本海側沿岸の表面水温と漁況の季節変化

Seasonal varation of surface water temperature and fishing 

condition in coastal waters along Japan Sea siae of Tapa n.

Fig. 45 をみると,鹿 児島県沿岸では4月 頃から幾 らかの水揚げがあるが,そ の他の沿岸では

だいたい6月 からll月 まで漁獲されている。盛漁期は九州沿岸で7月 と9～10月 の2回 認めら

れ るが,日 本海沿岸では8～9月 に1回 認められるに過ぎない。漁期間の水温変動をみると,鹿 児

島県沿岸で4月 に約20℃ であり,そ の等温線は季節が進むにつれて北上し,8月 には北海道北端

(宗谷海峡)に 達するが,中 旬頃か ら南下しだし,12月 には再び鹿児島県沿岸に退ぞいている。

各沿岸の漁期は水温20℃ 線の移動と一致するか ら,水 温20℃ はシ ィラの来遊する水温 とみなさ



れる。盛漁期の水温は各海域ともだいたい23～27℃ である。この水温範囲は低違度水域にお

ける最多出現水温範囲とほぼ一致 している。

2.塩 素量 と の 関 係

朝 鮮 西側沿 岸の シイ ラ 漁場 につ い て 考察す る。遼東 半 島長 山 列島沖合 の 海域 と朝 鮮 黄海 道の 夢

金 浦 沖 合に は,7月 下 旬 か ら9月 上旬 にか けて シィ ラ 魚群 がみ られ,漁 業 とし て成 功 して いる。

しか し,こ この魚 群の 移 動 は甚 だ早 く.9月 に入 り北 風 が連 日吹 き続 け る と急 に終 漁 す る(関 東

都 督府 水試,1912・1914:水 産 試験 場,1931)。 この 水域 の7～9月 に お け る塩 分

平 年 値 を図示 す る と,Fig46の とお りで あ る(朝 鮮総 督 府 水試,'1943)。

Fig. 46. 黄海における7～9月 の塩分分布

Dis t ribation of salinity in yeilwv Sea in summer.

Fig. 46 をみ る と,黄 海 の 水温 は7～9月 に20～26℃ を示 し,漁 獲 適 水温 範 囲に ある。 一

方,塩 分は7月 に高く3１%線 が渤毎湾口にあるが,8月 より渤海から低鹹水団が張 り出し,9月

にはS31‰ 線は朝鮮西南方沿岸の一部に存在す るに過ぎない。

渤海 ・黄海は支那大陸か ら陸水の影響を受け易い水域である。したがつて ・シイラ魚群は黄海が

比較的高鹹な6～7月 に来遊し 渤 海湾口に達するが,8月 か ら低鹹水団が黄海へ張り出してくる

と,魚群 よ急速に退散していることが判る。低鹹水 団は表膚にあつて吹送流により短日時に拡 散す

るか ら北風 が連吹するとにわかに終漁ずるのであろう。これから漁獲塩分範囲の下限界はS31.0

‰を目安としてよい。

つ ぎに.島 根泉沿岸の漁況は例年7月 中旬か ら8月 上旬にわたって一時的に漁獲が低下する現象



が あ る。 沿岸 水は距 岸10浬 以 沖の シ ィ ラ漬 漁場 に 影 響を およ ぼ す とは考 え られ な いか ら ・この

現 象は 対馬 暖 流 の表 層 に 乗 つ て 北 上 して きた東 支那 海 低鹹 水団の た めに お きる と考 え られ る。

対 馬 暖 流に よ る低鹹 水団の 移動 をみ る と(宇 田,1958),対 馬海 峡 を 高鹹 水団 が5～6月 に

北 上 し,こ れ に続 いて 低鹹 水団 が7月 頃 に 現 われ10月 頃 には 福井 県 ・石 川県 治 岸 に達 す る。 こ

の 低鹹 水 団はCｌ17.5～18.0%,の もの で透 明度 が 低い。 一 般 に シ ィラ 魚群 が6～8月 の 時期 に 沖

合 に あ り,9～10月 頃 に急 に接 岸 して くるの は,低鹹 水団の 去 来 に 関係 して い る と思 われ る。

5透 明 度 と の 関 係

1953年 の 梅 雨期 に北 九 州一 帯 で 水害 が み られ た。 この時 に流 出 し た濁 水に よ って島 根県 沿

岸 の 漁況 も影響 され た と思 われ る。 そ こで.1953年 と雨 の少 な か っ た1952年 の海 況 と漁

況 につ いて考 察 す る。 島 根県 沿 岸 に おけ る 両年 の透 明 度 をFig.47に,漁 況 をFig.48に 示

す 。

Fig. 47 を み る と,水 害の あ つた1953

年6月 の 透 明度 は1952年6月 に較べ て 距

岸40～50浬 まで5～10m低 く,水 色は

3～4で あ つ た 。

漁況をみると (Fig. 4 8 ) ,1952年 は

隠岐島ならびに本土側の那賀郡 ・邇摩郡とも

漁獲傾向に大差はないが ・1953年 には7

。8月 に隠岐島だけ好漁であつて本土側は不

漁であつた。九州沿岸の濁 水が沿岸ぞいに北

上 したため.対 馬暖流第1分 枝流と沿岸水と

の潮境に当る隠岐島北沖合に魚群を集約させ

た結果 であろう。

Fig, 47. 島 根県沿 岸 に お け る1952年 ・

1953年7月 の 透明 度

Iso transparency lines off 

Shimane prefectre in 

July of 1952and 1953.

一般にシイラは遊泳深度がせいぜい20～

30mま でであり,視 覚索餌性であるから,

この場合は塩素量範囲よ りも表層水の透明度

または濁度が漁況に影響したと考える。漁夫

達 も海面の濁 り具合によつて 、その周辺の漬

木 を旋網するかどうか決定している。



4漁 況の周期性

Fig 48. 島 根県 沿 岸 に おけ る1952年 と1953年

の 漁 獲 高

( tch,~s of dolFhin grouped by district 

of the years 1952 and. 1953.

巨視的にみれば 日本海のような

準閉塞海のシイラ漁況は,対 馬暖

流の流へ量により回遊賃源量が左

右され,さ らに,暖 流経路の蛇行

が漁獲量を一義的に支配するもの

と考えられる。俚言によると島根

県沿岸では閏年に好漁,秋 田県沿

岸では3年 好漁がありつぎの1年

は不 漁であると伝えられている。

そ こで,対 馬暖流の周期性と漁況

との関係を検討することとする。

対馬暖流の永年変化については

日高 ・鈴木(1952)が7年 周期

を認めている。畑中(1949・

1952)は 太平洋岸において黒潮

水系に4・5年 周期をみいだし,

親潮水系の9年 周期との合成値と

して3・7年 次 を中 心 とす黒潮強 勢 年 を指摘 し てい る。対馬暖流も黒潮強勢年に ほぼ 準ず るよ

うで,長 崎 県五 島 附近 の 年平 均 水温 偏差 は東 北海 区各 地の 系 列 とよ く 一致 してい る(西 川 ・195

4a・b)。 島 根 県沿 岸 に お ける1894～1934年 まで42か 年 間の シイ ラ 漁獲 量 の経 年変 動

を表示するとTable 19の と お りで あ る。 漁獲 量 の殆ん どは シィ ラ漬 漁業 に よ る もの であ り 、

本 漁業は明治時代か ら免許漁業で操業統数に大きな変動はない。

Table 1% 島 根県 沿岸 に おけ る1894～1934年 の シイラ漁 獲高

Annual fluctuation in dolphin catches of Shiinane prefecture 

during the period from 1894 to 1 9 3 5. (based cn the Stati-

stics of Shin.ne prefecture)

(Unit;metr"ic tons)



Table 19に つ い て,経 年 の 漁獲量 を1つ の定 常時 系列 とみな し,堀 田 ・田村(1953)に

従つて周期分析した結果を Fig. 49 に示 す 。 これ に よ ると.3お よ び7年 の 周期 が想 像 され,

高 温年 に好 漁に な りやす い こ とが うか がわれ る 。 ま た.畑 中(1952)の 方 法 に よつ て 各 年 次毎

の平均漁獲量を調べると (Table 19 ) ,3・7年 次に高 く,東 北海区の抹香鯨の漁況と正反

対の傾向を示している。

シィ ラは3・7年 次 を 中心 と した黒 潮 強勢 年 に好 漁 に な りやす い とい え る。

Fig. 49, 島 根県 沿岸 に お け る シィ

ラ漁獲 高(1894～193

4年)の 周期 分 析

p eri (gram of dolFhin 

catch of Shima ne 

prefecture, based 

upon statistics from 

1894 to 1934.

第2節 漁 況 と 気 象 と の 蘭 係

シィラ魚群の行動を支配するものは,直 接的には海況要因であろうが,海 況に大きな影響を与え

るものとして気象要因の重要性を見のがすことはできない。それゆえ,こ こでは漁況と各種気象要

因 との関係について述べる。資料は1960～1962年 における仁万漁業協同組台の 水揚台帳と,中

央気象台発行の 「極東天気図1お よび浜田測候所の観測記録を用いt。

{.気 温 と の 関 係

漁獲 量が前 日よ りも増 大 レた場合 を十,減 少 し た場 合 を 一 として表 わす。 ま た,平 均気 温が 前

日よ りも上 昇 した ときを+,降 下 した と きを 一で 表わ す。 この よ うに し て,漁 期 中の 漁獲 量 の+

の 数 と気 温の 一の 数 とを それ ぞれ 数え る。 さ らに,両 者の 一致 の 度 合 を知 るために,気 温の 一の

日と漁獲 量 の+の 日 ・ま たそ の反 対に 気 温の+の 日 と漁獲量 の一切 日 とが 当 日お よび翌 日に お い

て一 致 した と きを 一で表 わ し,そ の 数 をか ぞえ る。 そ して,こ の 一救 の度 合 が 有意 で あ るか ど う

か を検 定す るた めに,川 上 ・山 崎(195、2)に 従 っ てF分 布の 方法 で調べ て みた。 た:だし,こ

こで各文字はそれぞれ,

操業日数

気 温が 一に な つ た 日数



漁獲量が+に なった日数

一致の度が一で表わされに日数

期望値

およびnｚ： 自田度

を表 わ し,も し, となれば;気 温の降下と漁獲の増大との間には有意な闘係があるといえ

よ う。

Table 20 気温 ・雲量および風向の変化と漁況の関係

(a -c) . Influence of variation in air temperature, cloudiness 

and wind direction on fishing condition,

a) air emperature

N : Sum of the temperature fishing three seasons. 

a : Sum of the days when the catch was greater than on 

     the precdind. 

b : Sum of the days when it was less temperature than on 

     the preceding day. 

ina: Number of cases in which changes of the temperature 

     in amount coincided with the fluctuation in the do-

     lphin catch. 

Pc: Expected value. 

nl n..: Degree of freedom. 

FO: Fitness distribution to nl and n2. 

p : Fishing day used as a bais of comparison. 

+i: Fishing day that followed the day used as a basis.



b) Cloudiness.

N :Sum of the cloudy fishing days during three seasons 

a :Sum of the days when the catch was greater than on 

    the preceding day. 

b :Sum of the days when it was less cloudy than on the 

    preceding day. 

no:Number of cases in which changes of the cloud in amo-

    unt coincided with the fluctuation in the dolphin ca-

    tch.

p,:Expected value. 

n1  .n2 :Degree of freedom. 

FO: Fitness distribution fitted to rh and n2. 

O:Fishing day used as a bais of comparison. 

+1:Fishing day that followed the day used as a basic.

c) Wind direction



total:Xl +X2~

XI :Sum of the days when the dolphin catch was greater 

    than on the day before wind. 

X2:Sum of the days when the dolphin catch was fewer 

    than on the day before wind. 

z :Significant level.

Table 2 0 (a) をみると,調 査期間を通 じて気温が降下した 日に漁獲が増大するという関

係は 認 め られ なか っ たが,し か し,そ の 翌 日につ い て は1960年 のI漁 期 に 有 意な 関係 が認 め

られ る。

2.雲 量 と の 関 係

気温の場合と同様な方法で雲量 と漁獲量との関係を,当 日および翌日について検討したのが

Table 20 (b)

Table20 (b)

で あ る。雲 量 は 日(8回 観 測)の 平 均雲 量 を もつ て較 べた。

によると,雲 量が前日よりも減少した当日に漁獲が増大するという関係が.漁

期を合計した場合に認められる。その翌日には関係がみ られない。雨量が増加するとシィラの遊

泳深度も深くなるか ら,漁 獲に影響を与えるのであろう。

3.風向 ・風力と の関係

風向と漁獲量との関係についてX2一 検定 した結果をTab1 20 (c) に示 す。 こ こでは 風 向 別 に

漁獲 量 が前 日よ りも増 大 した場 合 を+、 減 少 し た場 合を一 とし,そ れ ぞれ の 数 を 数え る。 こ の十

の 数 と一 の数 との差 が 大 きい ほ ど,+ま た は 一の 傾向 が著 しい と考 え られ る。 た だ し,こ こで.

X1は+の 数,X2は 一の 数,α は有意 水準 を表 わす もの とす る。

Table 20 (c) に よ る と,最 多風 向 は年 に よ り多少 の変 動 は あ るが,6～10月 に はN～E

・S～W方 向の 風 が多 く,E～S・W～N方 向 の 風 は少 な い。 そ して,S～W方 向の 風 が吹 い た

当 日お よび1日 後 は 漁獲量 が 前 日 よ り も減 少 し,W～N方 向の 風 が吹 い た1日 後に は漁 獲量 が増

大 す る傾 向 が認 め られ る。

これは,S～W方 向の風が吹くと沿岸水が吹送流によつて沖合の漁場へ流入し,W～N方 向の

風が吹くと反対に沖合水塊が向岸流 となつて接岸す るためと考えられる。なお,風 速との関係は

BEAUFOR の 風力 階級5(8.0～10.7ｍ/ｓｅｃ)以 上 の風 が あ る と シイ ラ潰 漁業 は操 業 を行 な

わ ない か ら明 らか で ない。

以上を綜合すると,気 温 ・雲量・風向など各種気象要素はいずれも独立的 に起るものでなく,

互いに相関連して起るものである。そのうち,も つとも基本的要素は低気圧であろう。日本海で

は初夏か ら盛夏にわたつて低気庄 ・不連続線が東西に走り,気 象的 に不安定な時期にある。 一般

に低気圧が西から近づくに従つてE方 向の風が吹き出し.風 力も強くなる。低気圧が日本海北部

に去 り高気圧が張り出して くるとS～W方 向の風が吹き,1～2日 後には晴天でW～N方 向の風



が吹きだす。天候が回復すると雲量が減少し・,気温も上昇しだす。すなわち,天 候が艮くなると海

海洋気象や海況的にも漁獲が増大する。

第5節 漁 況 と 餌 料 生 物 と の 関 係

シ ィラの 索餌 行 動 は遊 泳層 や 胃内容 物な どか ら推 し て,海 の ご く上層 に限 られ て い る。 この よ う

に 制約 され た 水界 で は餌 生物 群の 多 少 が 漁況 に多大 の 影 響をお よ ぼす と思 われ る。 そ こで,浜 田 沖

漁 場 の 漁獲 状 況 と同 漁場 で捕 獲 され た漁群 の摂 餌 量 との 関係 を.1955～1957年 の3か 年 につ い

て 示 す とFig.50の とお りで あ る。

Month

Fig. 50. 浜田沖漁場における魚群の胃内容物重量と漁獲量

Ar mal catch of dolphin i n " $hi ira-nuke " fishing 

grourxi off Hamada and weight of stomach contents of the 

fishes (1 9 5 5-1 9 5 7 )_

Catch Mean weight of stomach contents



Fig・50 に よれば,好 漁年(1957年)は 不 漁年(1955・1956年)よ り魚群の 胃内容

物 平 均量 が非 常 に大 きく.か つ,も つ と も平 均重 量が 高 い 月 にお い て,も つ と も多 くの 漁痩 がえ

られ てい る。 最 多 漁獲月 に 獲 られ た 魚群 は カタ ク チ イワ シ ・トビウオ な どを捕 食 し,他 の 月 に獲

られ た魚群 は 稚 魚類 を少 量 捕 食して い た。 したが つ て.漁 場 に餌 が 豊 富 に あ る と シイ ラ魚群を 長

期 間滞 溜 させ るが,餌 が僅 少 で あ る と反 対 に 逸 散す る ことを示 して い る。

短 期 的 な 漁況の 目安 と して.カ タ クチ イ ワ シ ・その 他 魚群の 「ハ ネ」 とか 「鳥つ き」 を発見 す

る と,漁 夫は その近辺 の 漬 木 に は確実 に多 数 の シイ ラが つ いてい ると判断 し.特 に入 念 に操 業 す

る。 す なわ ち,A漁 場 に カ タク チ イ ワ シ群 が 来遊 して シ ィラの好 漁が 得 られ た とす る。.・.一.

す る と,2～3日 後 に は東 方 ま た は西方 のB漁 場 で カタク チ イ ワ シ群 が み られ ・シイ ラの好 漁が

始 ま る。 その 頃 にな るとA漁 場 で は シィ ラの 漁獲 は得 られ な くな る。 この よ うな場 合,シ イ ラ魚

群 が餌 魚群を 遇 つ てA漁 場 か らB漁 場へ 移 動 し た こ とが,シ ィラの 吐 出物よ り明 らか に され る。

以 上 のよ うな 事実 を考 え合せ る と,編 密 にか つ 組 織的 に シィ ラの 胃内容 物 を 調査 すれ ば,シ ィ

ラ 自体 の 豊 凶だ け でな く,餌 とな る各 魚種の 相 対 的 な漁況 もあ る程度 推 測で き るか ら,食 性 調査

は 漁況 予報 の上 か ら も興味 あ る問 題で あ る。

第4節 漁況 と漁場め地 理的要因

シィ ラ漬 漁業 を行 な うには 漬木 を敷 設 する必要 か ら海底 地形 が重大 な 関係 を もつ が.そ の 外 に 魚

道 との 関係 が よ り重 要 であ る。 さて,1950～1952年 の3か 年につ い て隠 岐 島の シ ィ ラ漬 漁場 別

の 漁獲 量を地 埋 的位 置 に従つ て,北 方か ら順 次 に並 べ てFig.51に 示 す。

これに よ る と,隠 岐島の 優秀 漁場 は美 田山(漁 場 番号1,以 下 同様)・ 福浦 東 山(3)・ 久美 山

(5)・ 白島山(6)。 大 久(11)で,そ の 多 くは隠 岐海 嶺の ため 棄束され た対馬 暖 流第1。 第

2分 枝 流 を受け る隠 岐島 西測 に位 置 してい る。本土 側の 漁場 につ い て も,こ れ と同様 の ことが 経験

的 に認 め られてい るの で,漁 場 の割 り振 りに当 つ て は 漁業 者間 で漁場 位 置 を年 毎 に交代 す るよ う定

めて い る。



Catch in ton

Fig 51. 漬 漁場 の地 形 的位 置 と漁獲 量

Comfarison of Catches of "Sniira-nuke" in 

different situation.



第7章 資 源

ここでは,主 として生物学的な立場か ら本種の資源に考察を加えることとする。

第1節 生 態 ・漁況からみた資 源

1.分 布 ・回遊 か らみ た 資 源

シィラは世界の暖海に分布しており,季 節的に低緯度水域から高緯度水域へ回遊す る。しかし,

同一の魚群が赤道附近から北緯45。附近まで回遊するかどうかは疑問である。むしろ,低 緯度水

域の魚群は産卵しなが ら中緯度水域に分散し,中 緯度水域の 魚群は産卵しなが ら高緯度水域に達

すると考えた方がよ り妥当と考えられる。低緯度水域の魚群が高緯度水域の魚群に比較して大型

であるのは,低 緯度水域ほど本種の本来の適生息地であり,主 産卵場であるためであろう。

以上のように,低 緯度水域から中緯度水域 にかけてシィラの産卵親魚が密であるけれども,大 、

洋のその水域において魚群を有効に捕獲する手段を持たないとすると,産 卵 親魚は低緯度水域か

ら中緯度 水域にわたつて保護されているといえる。したがつて,現 在の漁業の態勢ではシイラの

再生力に壊滅的な打撃を人為的に与える危険は非常に少ない。

2.繁 殖 。成 育生 態 か らみた 資 源

シィラは満2年 目か ら産卵群に加わりゴ低緯度水域か ら高緯度 水域にわたる外洋で産卵するが,

このことは次の点で資源保護のた.めに有利である。広凡な生活圏を持つシィラは資源を広く分散

させることが必要であろう。そのためには放出された受精卵および仔魚を海流によつて分散させ

るがよい。また.広 く分散させることは他の魚の捕食による減耗を防ぎ,反 面 ・同裡間の摂餌競

争がさけられて成育するに都合がよい。

シィラ稚魚は全長4cm位 になると流れ藻について生活するようになる。流れ藻には他の稚魚類

が十数橦もついており,こ れらの間で食う食われるの関係が生じるわけであるが,稚 魚類のうち

でシィラの成長率が極めて高いから,流 れ藻つ き生活において他の魚類より摂餌競争を有利にし

ている。

5.摂 餌 生態か らみた資源

流れ藻生活において本種の稚魚は他の魚種より摂餌競争に優れているが,一 方,あ まり群をな

していない。流れ藻を離れた幼魚においても同様である。群が小さいと同種間の摂餌競争がさけ

られ,資 源の菓団的な初期減耗を防ぐ上において効果があろう。

成魚は食性に撰択性がなく,外 洋生物間の食物連鎖の中で末端捕食者の生態的地位にあを した

がつて,シ ィラは他の生物の餌 となることは少ない。しか し,そ の一面に索餌水層範囲がごく上

層に限られているため,餌 が充分でない場合も起 り得る。そのような場合にシィラの稚 ・幼魚を

捕食する。



4.漁 況 か ら み た 資 源

シィラが漁獲されるのは,特 定の気象や海況に左右されることが多い。また,日 本海沿岸の漬

漁場での漁獲を標識放流結果か らみると再捕率は非常に高い。 シィラ魚群が沿岸ぞいに北上する

ものと渉れば.魚 群は九州沿岸か ら漬漁場を通過して きたことになるから,島 根県沿岸に達す る

頃には魚群は少ないと考えられる。しかし,こ こで全国第1位 の漁獲があるのは,シ イラは一般

に沿岸水域を好まず接岸しないが.向 岸流によつて沖合から魚群が接岸した時だけ漁獲の対象と
＼

な り,沖 合 水域 で シ ィ ラを獲 る効 果 的 な漁法 が ない こ とに よろ う。

以上 の よ うに,漁 獲 され る機 会 が お のずか ら制駒 され るの は,シ イ ラ資 源保持 の 立場 か ら好 ま

しい こ とで あ る。

第2節 漁異 。漁法か らみ た資源

シィラを捕獲する漁具・漁法は日本海側と大平洋側とでは全く異なつている.そ れは.両 海域の

環境の相違に基ず くものである。そのために,太 平洋側の漁具・漁法が釣 ・延縄 とい う消極的であ

り,し かも,カ ツオ・マグロの副産物として漁獲されるに過ぎないことは,本 種の資源維持の立場

か らみて極めて 重大である。一方,日 本海側ではシイラ漬漁業によつて積極的,かつ 能率的に漁獲

され,標 識放流魚の約1/2が1か 月間に再捕されるという注目すべき結果を得ている。しかし.

日本近楓 こ回遊するシィラ資源量を海況的に推すと。漁獲量の少ない太平洋側に資源の主体があり,

日本海 側に回遊す る量は徴々たるものであるか ら,今 日まで比較的安定した漁業が継続されてきた

ものと考えられる。
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附 表 Appendant Table 1..日 本 近 海 に お ける シ イラ卵 ・稚 魚の 出 現 状況(195・2～1963)

Eggs and larvae of the dolphin, C'or'phaena hZppuruS, obtained in the 
Japanese waters during past eleven years from 1952 to 1963.
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