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　底質環境の悪化によって漁場機能の著しく低下してしまった中海の漁業を、再び活性化させることを目

的として平成４年度からスタートした。

　今年度は中海沿岸部の底生動物の出現状況を調査したので報告する。

１．調査方法

　底生生物の調査地点は図１に示す通り中海、本庄工区および境水道の10点で実施し、St.1、St.2、St.

4は毎月、St.3は1993年の4～12月まで、St.6は1993年の５月と1994年の１～３月、St.5、St.7～10

は1993年の５月のみサンプリングを行なった。底生生物の採集にはスミス・マッキンタイヤ型採泥器およ

びエックマン・バージ採泥器を用いて、0.1�分の採泥を行ない、0.5mmのふるいにかけて、残ったものを

中性ホルマリンで固定し、その後各地点ごとの種を同定し、種類別の個体数を算出した。

図１　底生生物調査海域図
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表１　中海の底生動物出現個体数（0.1�あたり）
地点 種類＼月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 Ｈ 12 １ ２ ３

St.1

λ&jc＆sJay7ゐａａ一 - ３
- - -

Raet811ops訊dchdu5 - ２
- - -

La2is bocki - 69 30 204 - - -

＆ａ･??ゐaiな耐αaz/αZα - 30 ９ 37 17 - - -

jVE一れなzり/y＆az�1・ - １ １ ２ - - -

?aMp肖･Qz?agzがQ£治扨alrα - ４ ４ ７ ７ ２

St.2

Rudilapes phillipinan4m - ３
月例喩/7,ﾜzx z,1虚加治政 - ｌ ５
liora fya2ilis - ２

La2is b。cki - H3 54 59 １ ７
Prionospio faponica - １ Ｈ
Neanthes iaponica - １
S&a771＆a reポαcl必gα - 15 ３ Ｈ ２
Nephtvs polvbra71chia - ２
ParQprionospio Dinnatta - ４ ３ ３ ２ Ｉ ３
盾1吻?ja旭4ぷｓＤ． - １
その他 - １ ７ ５

St.3

M14jclzg sE刀11り脚一 - １ - - -

R14ditapa一曲pinantm - 】 - - -

La2is bひcki - 83 64 51 - - -

ye㎝功a4iμ9z7j‘17a - ２ - - -

ぶ&a謂＆αlgjlZaご㎡alα - ８ 12 13 13 33 27 23 - - -

Ｍな幼rwμ砧面w7c＆7 - 22 25 Ｈ - - -

戸arapr瓦凋a,ipj゛θpj｀ﾀlzlα以 一 ８ 40 32 １ 82 32 205 - - -

St.4

Ｍ趾lc＆9.gが1θ1㎡α - 3697 331 2551 667 1612 1406 384 62 23 10
Ruditapa phillipiylarum - 621 542 946 314 282 388 １ ８ ４
C£,ljみICZ4&Zj･αpQZ?jCa - ３ ２

Mva areれaria oolto2ai - １ ９ ９
Ｍａｃｏｍａ ｉ耽ｏｎｚｎｉａ - １ １ ｌ ２ ６ ４ ３
尺ａ地瓦丿脚puSlel/la - 30 １
Nuttallia oltvacea - 29 ３ ５ 23 ７ ５ １ ｔ ｌ
£μZeη?1心 - Ｍ ７ ４ ２ １ ｔ
S�etelhna diphひs - １ １
＆∃r沁z司αga/&jれり - ６ ２ ６
Fakictn2ula ele2aM - 29 79 ３ １
La2is bf,cki - ４ １
Cntstacea - 135 48 ２ 38 ５ 12 Ｈ 27 ９ ll
戸r瓦,ﾀﾌａｇ沁J'47μ凋1とα - 30 280 44 ５ 35 117 50
Ne㎝the,slapQnlca - ２ 18 ４ ＨＩ 32 46 ｌ １
Eteone lQn�ａ - １ ３ ６ 71 １ ２
S12ambra ientacujia - Ｉ Ｍ
Nephtys polvbranchia - 12
/)αΓαz7r1謂a9£治7p訥z7αμa - ６

M池游laifla sD. - ９ ２ ３ １ ９
その他 - 84 ６ ８ ３ 17 ７ 17 11 ８

St.5

刄aereμθμすp㎡cゐ㎡7lg - 16 - - - - - - - - - -

Teora fia2ilj5 - 13 - - - - - - - - - -

La2i5 b。cki - 63 - - - - - - - - - -

刄一一7＆αze耐aa/αzα - 12 - - - - - - - - - -

Nephtv5 p�vbranchia - ９ - - - - - - - - - -

PαΓaprionQ,lp沁ｐ訥脚7f仙 - ４ - - - - - - - - - -

St.6

M11tc&i jszlみθ1μ1‘α - ８ - - - - - - - - - -

Ruditapes phiihpi,lanlm - - - - - - - - ８ ６
Raelellos但訟hellu5 - - - - - - - - ２
Teora斤ａ一画 - - - - - - - - ３
Re面z4,7αgα/kj加α - - - - - - - - ２ ２
Crus紬cea - - - - - - - - ２ ５ ２
La2is bgckt - ９ - - - - - - -

Priongspio iaponica - - - - - - - - ９
Neanthe1口apo?lica - 一 - - - - - - １

S＆ay?1&Γαな171aajla仙 - - - - - - - - ５ ４ 18
,Ve一れgμ7/y&w7一一 - 23 - - - - - - - 33 ４ 75
戸αΓαprl,刻Qip沁pμlz7αΓla - - - - - - - - 25 82 ３
その他 - - - - - - - - ６ Ｍ 35

St.7

jW心誠心ぶez7ゐa£s・ 一 123 - - - - - 一 - - - -

Ruditapa l)hillil)inarum - ４ - - - - - - - 一 - -

MacQI?la jlg聊i2yl耀 - ２ - - - - - - - - - -

La2is bocki - 60 - - - - - - - - - -

Cntstacea - 20 - - - - - - - - - -

Neantha iaponica - ４ - - - - - - - - - -

Eteone lon2a - ６ - - - - - - - - - -

ぶ&a附1)加zeηな7al/αla - 22 - - - - - - - - - -

jN恥泌Zwμ,/yl,raz7一一 - 40 - - - - - - - - - -

その他 - １ - - - - - - - - - -

St.8
λfま£?dzaja?11gμ17 - Ｈ - - - - - - - - - -

La21s bockj - 68 - - - - - - - - - -

Eleone lQn兄ａ - ２ - - - - - - - 一 - -

S址anlbra lentacjata - １ - - - - - - - - - -

Nephtvs polvbranchia - 17 - - - - - - - - - -

Cn4slacea - 40 - - - - - - - - - -

St.9 Nephlvs polvbranchia - ６ - - - - - - - - - -

その他 - 30 - - - - - - - - - -

St.10 7i,7Γαかafj/£1 - ７ - - - - - - 一 一 - -

－は未調査
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２．結果および考察

　表１に月別・調査地点別の底生生物の個体数を示した。

　各地点とも多毛類がほとんどを占めているが、St.4は多毛類の他にも二枚貝類、腹足類、甲殻類といっ

た生物が数多く出現しており、多様性に富んだ生物相になっている。この原因としてはSt.4では水深が

1.7mと浅かったために底層の貧酸素水の影響がなかったこと、底質が砂質でであったため生物の生息に適

した粒度であったことなどが考えられる。またSt.1～3では９月から11月にかけて生物がほとんど生息し

ていなかったがこれらの地点は水深が5m前後と深く、底質もシルト・クレイ分かほとんどであったためで

あると考えられる。

　またSt.7とSt.8（本庄工区）では５月のみ調査を実施したが、ホトトギスガイ等の二枚貝が多く、他

の中海の調査地点と比べると比較的良い環境であったことが伺える。 St.9とSt.10（境水道、美保湾）で

は、ほとんど生物が出現していないが、底質の粒度が非常に細かいことが原因と思われる。
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