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黒潮の資源海洋研究第 15号， 95 -104 (2014) 

高知県の浅海砂浜域における小型底魚類の種組成と分布*1 

大河俊之*2・増井達洋*3・関 伸吾*3 

Species composition and distribution of small demersal fishes 

from the shallow sandy beaches in the Kochi Prefecture 

Toshiyuki OHKAWA * 2， Tatsuhiro MASUI * 3， Shingo SEKI * 3 

沿岸域における魚類の分布状況を知ることは，漁業

対象種の生態、や生息環境を考えるための基礎的な情報

である。その中で，底魚類の分布は，浮魚類よりも定

住性の高い種が多く含まれることから，海域間で異な

る分布を示す可能性が考えられる。よって，海域ごと

の底魚類の分布を調べることは，漁業対象となってい

る底魚類資源の状況を把握する上で重要と考えられ

る。

高知県沿岸，特に土佐湾の底魚類については(独)

水産総合研究センター中央水産研究所が高知市沖の水

深 20m前後以深の小型底びき網及び沖合底ぴき網漁

場において魚類を含む生物を長期的に調査し，環境

の情報も含めて膨大な知見を蓄積した(例えば，堀

川 2009，広田他 2013)。しかし，高知県沿岸の砂浜性

極沿岸域(堀川・町口 2011)，特に砕波帯を含む水深

10m以浅については，表層性仔稚魚、を対象とした知見

は多く蓄積されているが(例えば，木下 1993)，底魚

類の仔稚魚を含む小型底魚類の情報は，内湾域を除く

と，断片的で非常に少ない。

2003 ~ 2012年に採集された標本を用いた。採集地点

は紀伊水道外域の甲浦，土佐湾中央部の手結，甲殿，

宇佐，土佐湾西部の佐賀，入野，下ノ加江，大岐，宿

毛湾の宿毛の計9地点で(図 1)，宇佐は 2003年以降

2012年，手結は 2005年以降 2012年まで継続実施さ

れた(表 1) 。各年の調査期間は 2~3 月に開始され，

ヒラメ稚魚、が採集されなくなる 6~8 月に終了とした

が， 2010年の宇佐のみ 2~ 12月とほぼ周年実施され

た(表 1)。調査水深は 0.0~ 1.5mがほとんどで，水

深1.5~ 1O.0mでの調査は宇佐，佐賀，入野の 3地点

に限られた。

採集具は西海区水研E型桁網の開口幅を1.5mとし

34 

そこで，本研究は，高知県の砂浜性極沿岸域のうち， 33 

0 紀伊水道外域
・土佐湾中央部
企土佐湾西部
ム宿毛湾水深 10m以浅海域に出現する小型底魚類の季節的，

地理的分布の特徴を明らかにすることを目的とした。

材料と方法

本研究は主にヒラメ稚魚の生態調査を目的として，

134 

図1 採集調査を実施した地点.シンボルは海域区分

(ム:宿毛湾，企:土佐湾西部，・:土佐湾中央部，

0:紀伊水道外域)を示す.

* 1 平成 25年度中央ブロック資源海洋調査研究会(平成 25年9月:高知市)にて， I高知県沿岸の浅海砂浜域における小型底生

魚類の種組成Jと題して口頭発表した。

*2 高知県水産試験場 干 785-0167高知県須崎市浦ノ内灰方 1153-23 e-mail: toshiyuki_ookawa@ken3.pref.kochi.lg.jp 

Kochi Prefectural Fisheries Experimental Station， 1153-23 Haikata， Uranouchi， Susaki-shi， Kochi 785-0167， Japan 

*3 高知大学 干 783-8502高知県南国市物部乙 200

KochiUniversity， 200 Otsu， Monobe， Nankoku-shi， Kochi 783-8502， Japan 
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表 1 採集調査を実施した年及び地点における調査月と曳網時間.下線は水深1.5~ 1O.0mで調査が行われた年と場

所を示す.

海域 調査場所 2003 2004 2005 2006 

宿毛湾 宿毛

大岐 3，6 
土佐湾 下ノ加江 3，5，6 2~4，6 

西部 入野 3，5，7 
佐賀

土佐湾
宇佐 6 2こ生E 2こ亘 Zこ亘

中央部
甲殿 3~5 

手結 3~6，8 2，4~6 

紀伊水道外域 甲浦 3~6 

曳網時間(分) 18.5 362.8 841.4 1，387.7 

たもので，コッドエンドの目合は角目 3mmであった。

採集方法は水深 0.0~ 1.5mが人力， 1.5 ~ 1O.0mが1.0

~1.3トンの小型船舶で曳網した。水深1.5m 未満の

曳網は大潮干潮時に行った。曳網速度は人力について

は未計測であるが，船舶を使用した場合は1.0~ 1.5 

ノットに設定した。曳網時は調査に要した時間を測定

し，努力量のデータとした。

採集物はエタノール固定後に，実験室で同定された。

採集個体の一部については標準体長を測定した。調査

結果は主に曳網時間 I分あたりの採集個体数を CPUE

として様々な区分で比較した。ただし，比較にあたっ

ては，調査を行った期間，水深，年が地点によって大

きく異なったことから，季節的変動，水深別分布や種

組成の地理的変異については，条件を限定した。

出現量の季節的変動は，土佐湾中央部に位置する宇

佐の調査が年数，期間，水深が最も広範囲に行われて

いたことから，宇佐における全年のデータで検討し

た。しかし，主な漁業対象種の採集個体数における季

節的変動の解析は，宇佐におけるヒラスズキの採集個

体数が2個体と極めて少なかったため，全地点のデー

タを用いた。水深別分布は，水深を 0.0~ 1.5m， 1.5 

~ 5.0m， 5.0 ~ 10.0mに区分し，比較した。地点聞の

水深別分布の比較は水深0.0~ 10.0mの海域を調査し，

採集個体数が多かった宇佐と入野の全年の 5，6月の

データから CPUEを算出した。種組成の地理的な比

較は，全地点で調査が実施された 3~6 月に水深 0.0

~ 1.5mで採集された各種の CPUEのうち，主要種と

して 1位から 5位までを用いた。

曳網

2007 2008 2009 2010 2011 2012 時間
()j-) 

3~6 4，6 4 3~7 6，7 429.9 
14.5 

3，5，7 6 499.5 
6 ユ長 2，Q 309.3 
6 5 ユ重 94.0 

Zこ.Q 2二三旦 2こ.4 2~12 2二三 2二三 3，084.5 
22.6 

3~6，8 3.4.6.11 3 3~6 4，5 3~5 1，104.8 
3~7 3，7 3，5，6 700.0 
1，173.4 440.6 116.3 1，116.6 345.0 456.8 6，259.0 

結 果

全体の採集状況

2003 ~ 2012年の聞に本調査において採集された

魚類は 38，874個体で， 37，378個体が同定され， 164 

種以上が出現した(表 2)。総曳網時間は 6，259分で

あった。漁業対象種のうち， 100個体以上採集され

ていた種は，アユ Plecoglossusaltivelis (n=2，953)， 

ヒラメ Paralichthysolivaceus (n=2，073)，ホウボ

ウ Chelidonichthysspinosus (n=607)，ヒラスズキ

Lateolabrax latus (n=31O)，シロギス Sillagojaponica 

(n=198) ，カワハギ Stephanolepiscirrhifer (n=104) で

あった。アユ，クサフグ Tak[え19uniphobles，ゴンズイ

Plotosus japonicusは一部の曳網で大量に入網し，非常

に大きな CPUEの算出につながったことから，これ

らの 3種のデータは以下の CPUEを比較した解析か

ら除外した。

各地点の種数は 10~ 133種と大きくばらつき，

努力量と出現種数の間には正の相関が検出された

(r=0.97， pく0.001，図 2)。採集個体数が 10個体以下

と少なかった種は 90種で，全体の 54.6%と多くを占

めた。また，本調査で採集された個体は小型個体が多

く，体長組成 (n=24，722) は25mm以上 30mm未満に

最頻値があった(図 3)。その累積度数は 60mm未満

で 89.6%を占め， 100mm以上の個体の占めた割合は

1.8%であった。

季節的変動

宇佐の水深 0.0~ 1.5mにおける全ての年をまとめ

た月別平均 CPUE は 3~6 月と 9 月以降に多い傾向

カf認められた(図 4)0 7.K1:架1.5~ 5.0mと7.K1:架 5.0~ 

1O.0mの月別平均CPUEは2月と 10~ 12月に低く， 3，

5， 9月に多いものの，変動が大きかった。
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学名

表2 採集された魚類の地点別水深別出現種リスト.

順位※和名

lゴンズイ

2アラメガレイ

3シラヌイハゼ

4ネズミゴチ

5マツパラトラギス

6アユ

7ヒラメ

8ヒメハゼ

9オキエソ

IOササウシノシタ

11ミナミヒメハゼ

12アカハゼ

13アプオコゼ

14ホウボウ

15クサフグ

16マハゼ

17ミナミアカシタビラメ

18スジハゼB

19ヒラスズキ

20スジハゼA

21ボウズハゼ

22カマキリ

23シロギス

24パケヌメリ

25ベラギンポ

26トカゲゴチ

27クロイシモチ

28サピハゼ

29スミウキゴリ

30へラヌメリ

31ハチ

32アカオピシマハゼ

33クロウシノシタ

34ヨメヒメジ

35カワハギ

36カヱノレアンコウ

37マダイ

38ヒメジ

39へダイ

40シログチ

41キタマクラ

42カサゴ

43カタクチイワシ

44クロダイ

45ハオコゼ

46ヒイラギ

47ナンヨウウシノシタ

48ヤセオコゼ

49アミメハギ

50ヨウジウオ

51クツワノ、ゼ

52タイワンガンゾウビラメ

53マイワシ

54ドロメ

55カスリハゼ

56シマウシノシタ

57クロコノ、ゼ

58アオヤガラ

59オオシタビラメ

60サツマカサゴ

61ヤマトカマス

62ダ/レマガレイ

63チカメダルマガレイ

64ヒメダルマガレイ

65ヤリヌメリ

出コンゴウフグ

67オオクチインナギ

68セミホウボウ

Plotoslls japoniclIs 

Tarphops oJigolepis 

Silhouettea dotui 

Repomucenus richardsonii 

Matsubaraeafusiforme 

P/ecoglosslls altiもelis

Paralichthys olivaceus 

Favonigobius gy聞 auchen

Trachinocephalus myop.s 

Helero斤。cferisjaponica

Favonigobius reichei 

Amblychaeturichthys hexanen沼

Erisphex potti 

Chelidonich仇rysspmosus

Takiρugu niphoh!es 
Acanthogobiusj7avimanu 

Cynoglossus itinus 

Acentrogobius sp. B 

Lateolabrax lalus 

Acentrogobius sp. A 

Sicyopterusjaponicus 

Cottus kazika 

Sil/ago japonica 

Eleutherochir mirabilis 

Trichonotus seflger 

Inegociajaponica 

Apogon nigel 

Sagamia geneionema 

Gymnogobius petschiliensis 

Repomucenus planus 

ApishlS carinatus 

Tridentiger bifascWhlS 

Paraplagusiajaponica 

Upeneus tragllla 

Stephanolepis cirrhife， 
AnlennarIus strIahls 

Pagms n，川lJor

Upeneus japonicus 

Spams sarba 

Pennσ/iia argenlala 

Canlhigasler vivulala 

&b田 tiscusmarmoralus 

Engralllis japonIca 

Acanthopagms schlegeliI 

Paracentropogon nlbripinnis 

Nucheqwlla削 chalis

Paraplagllsia blochi 

Minous pllsillus 

Rudarius ercodes 

宅'yngnatlmsschlegeli 
lstigobius campbelli 

Pselldoれhombuslevlsquamis 

Sardinops melanosticllls 

Chaenogobius glllosus 

Mahido/ia mystacina 

Zebrias zebrinus 

Dromblls sp. A 

Fistularia conmlersonIi 

Arelia bilineala 

Scorpaenopsis neglecta 

Sphyraena ;aponica 

Engyprosopon grandisqu問問

Engyprosopon nntllisquama 

Enzyprosopon longipeル"
Repomucenlls 11Ilgllenini 

Lacloria cOr1luta 

Stereolepis doederleini 

Dactyloptena orientalis 

69ニバ Nibea mitsllkllrii 

下0ツノ〈メコノシロ Po/Ydactylus vlebeills 

※採集個体数をもとにCPUEの情報を加味して決定

宿毛 大岐下ノ加江入野 佐賀 宇佐 甲殿

945 3，6οo 

277 3 237 1，151 69 2，299 

8 13 9 2，383 

102 42 41 4 2，612 

45 55 558 671 24 705 

28 18 6 8 2，220 

198 4 81 20 1 1，175 

697 1 2 3 811 

155 8 10 1 620 

137 4 32 56 1 409 

56 861 

1 843 

760 

49 24 12 1 438 

6 510 11 

249 93 

4 44 5 1 147 

手結 甲補 計

63 3 4，611 

61 122 4，219 

1，195 3到 8

564 103 3，468 

10 1，108 3，176 

届 4 9 2，953 

26 484 84 2，073 

320 20 1，854 

444 46 1，284 

190 92 921 

1 918 

24 868 
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表 2 続き.

腫{世謎和名 学名 宿毛 大岐 下ノ加江 入野 佐賀 宇佐 '1'殿 手結 '1'浦 計 く L5m 1.5-5白n 5.0"'10.曲目 CPUE 

71ギンポ Enedrias nehu/osa 12 12 I 10 1 0.24 

72セレベスゴチ Thysanophrys celehica 7 11 8 3 0.16 

73クシヒゲヌメリ E/eutherochir mccaddeni 2 11 11 0.15 

74コモンフグ Takift伊 poecilonotus 11 11 0.11 

75セトウシノシタ Pseudaesopiajaponica 10 10 10 、0.57

76ヒメオコゼ Minous monodactylus 10 10 0.12 

77クロサギ Gerres equulus 9 6 3 0.28 

78アカエソ Synodus uloe g 2 5 1 0.35 

79クロエリギンポ Trichono加 sfilamentosus 8 6 2 0.26 

80サザナミフグ Arothron hisp 8 4 3 1 0.21 

81ガンテンイショウジ Hippichthys penicillus 8 6 2 0.16 

82ガラスウシノシタ Liachirus melanospilus 7 1 3 3 0.41 

83クロホシヤハズハゼ Bathygobius hongkongensis 7 7 0.35 
84コ/くンヒメジ Parupeneus indicus 7 4 3 0.26 

85ニジギンポ Petroscirles breviceps 7 3 4 0.23 

86トピヌメリ Repomucenus beniteguri 7 4 3 0.19 

町トゲダルマガレイ Bothus panlherinus 7 4 1 2 0.14 

88 Acan的、ゼoSfhe:x:leurynnis Acanthosphex leurynnis 6 6 1.20 

89クモノ Bathygohius fuscus 6 3 3 0.43 

間ギマ Triacanthus biaculeatus 6 5 I 0.29 

91オニカマス Sphyraena barracuda 6 5 0.23 

92イソギンポ Parablennius yo臼bei 6 1 5 0.22 

93アカエイ Dasya#saka，.り" 6 5 1 0.17 

94サンゴタツ Hippocampus mohnikei 6 7 0.08 

95 オミラ MugjJ cephalus 5 5 1田

%スズキ Lateolabrax japonicus 5 5 0.25 

タ7アカササノハベラ Pseudolabrus eoethinus 4 3 1 0.30 

98マエソ Saurida n師 crolepis 4 3 1 0.24 

99ヌメリゴチ Repon世lcenuslunatus 4 1 3 0.21 

l凹ゴクラクハゼ Rhinogobius gillrinlls 4 4 0.17 

101ホシダノレマガレイ Bothlls myriaster 4 4 0.12 

102ハコフグ Ostracion imn回 clllahlS 3 3 0.46 

103ホ、ンササノハベラ Pseudolabrus sieboldi 3 2 1 0.33 

104ホタテウミヘビ Pisodonophis cancrivonlS 3 3 0.24 

105クロウミウマ Hippocampus kuda 3 1 2 0.23 
l出キピナゴ Spratelloides gractlis 3 3 0.20 

107ヒモハゼ Eutaeniichthys gilli 3 3 0.13 

108テンジクガレイ Pseudorhombus arsius 3 3 0.12 

109ハナピヌメリ Paradiplogrammus enneactis 3 2 0.10 

110ウチワザメ Platyhino siensis 3 3 0.07 

111キチヌ Acanthopagnls lahls 2 2 0.44 

112アイゴ Siganlls fuscescens 2 2 0.40 

112へピギンポ 品 neapterygillsetheostomus 2 2 0.40 
日4クロヤハズハゼ Bathygobills padangensis 2 2 0.29 

1157ナハゼ Pselldoblennius percoides 2 l 0.21 

116ヨコスジイーンモチ Apogon cathetogramma 2 2 0.19 

117ムツ Scombrops boops 2 2 0.18 
118タカノハダイ Goniistius zonahlS 2 2 0.18 
119ウマヅラハギ 1hamnaconus modeshls 2 1 0.16 

120イヌノシタ CynOglOSSIlS robustus 2 1 0.15 

121チダイ Eηmn1slapomca 2 2 0.12 
ロ2ヒゲソリダイ Hapalogenys nitens Z 2 0.11 

123コケギンポ Neoc/inlls bηlope Z 1 0.10 

124クロホシフエダイ Lu!ianus n1sselJi 2 2 0.09 

125イポオコゼ ApJoactis出 'pera 0.67 
125ハナメゴチ Ratabu/us megacephalus 】 0.67 

127ミツポシモチノウオ Cheilinus oxycephalus 0.50 

128アネサゴチ Onigocia macrolepis 1 0.43 

129オエカナガシラ Lepidotrig/ajaponica 0.33 
129クサノ、ゼ Vanderhorslea sp. J 1 0.33 

129セトヌメリ Repomllcenlls omatipinnis 0.33 
129ハナオコゼ Histriohistrio 0.33 

133カイワリ Ka附 'arinusequu/a 0.29 

133スナゴチ Sunagoda arenicoJa l 0.29 
135オオモンハタ EpinepheJus areola似S l 0.27 

136イトヒキヌメリ Pseudocalliurichthys variegatlls 0.25 

137カネコダノドマガレイ Crossorhombus kanekonis 1 0.22 

138イネゴチ Cociella crocodila 0.20 
138カゴ暗ンマオコゼ Paraploactis kagoshimensis 1 0.20 

138キュウセン Halichoeres poeci/opterus 】 1 0.20 
138クサヒ守ハゼ Bathygobills cotticeps 1 0.20 

138コワライトラギス Parapercis snyderi 1 0.20 

138スジクモハゼ Bathygobius cocosensis 1 0.20 
138スジハゼc Acentrogobius sp. C 1 1 0.20 

138テンジクダイ Apogon linealus 1 1 0.20 

138トラギス Parapercis pulchella 1 1 0.20 

138ネズミギス Oonoηnchus abbreviatus 1 1 0.20 

148マアジ Trachurusjaponicus 1 l 0.18 

149ハタタテヌメリ Repomllcenus valenciennei l 1 0.17 

149ホロヌメリ Repo"拙 cenusvirgis l 1 0.17 

149ミナミアカエソ 砂nodllsdermatogenys l 0.17 

152コウベダルマガレイ Crossorhombus kobensis l 1 0.13 

153マノレアジ Decapterus akaadsi I 1 0.12 

154ウミテング Euηpegaslls draconis 1 0.10 

154オキフヱダイ Lutjanusfu/vllS 0.10 

154ベニカエルアンコウ His/riohis/rio 1 0.10 
154ホ司ンハゼ Asterropteryx semipunctata 】 1 0.10 

158ホウライヒメジ Parupenells spilllrus 1 1 (弘明

159ソラスス'メダイ PO"回 centrllscoe/estis 1 l 0.08 

160アカカマス Sphyraena pinguis 1 l o.師

160スジミゾイサキ Pomada砂squadrilineatus 1 0面

162ゴマモンガラ Ba/istOldes vindescens 1 l a伍

163セイテンピラメ Asterorhombus intermedius 1 1 0出

164オキヒイラギ Eouulit.四 rivu/atus 0.05 

同定個体数 Identifted f1shes 3~27 602 1，344 2，161 133 22，298 201 5，416 1，896 37，378 26，721 6，874 3，783 

不明 Unident並~dflShes 418 5 43 お 1 344 10 620 32 1，496 1，287 91 118 0.82 

総計 To包1 3，745 607 1~87 2，184 134 22，642 211 6，036 1，928 38，874 28却 8 6，965 3，901 

※採集個体数をもとに.CPUEの情報を加味して決定
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図4 宇佐における水深別月別 CPUE(個体/分)の推移.

上段 ・0.0~ 1.5m，中段:1.5 ~ 5.0m，下段 :5.0 ~ 10.0m. 

全地点で 100個体以上採集された漁業対象種が多く

採集された月は，アユが 2，3月，ヒラメが 3-5月，

ホウボ、ウカ~ 2 - 4 月， ヒラスズキカ~ 3 月 ， シ ロ ギ、ス iJ~

7 - 11月，カ ワハギが 6，7月に多かった(表 3)。こ

れら 6種の体長は 100mm以上が全体で22個体，0.78%

と低頻度で，50mm以下は2，556個体，90.8%と多く

を占めた (図 5)。

水深別分布

種ごとの水深別 CPUEの比較は，100個体以上

採集された種のうち，局所的に非常に高い値を示

した 3種を 除く 32種を対象と し (表 4)，特定の水

深の CPUEが他 の水深の CPUEの 2倍 以上の時に

表 3 全地点及び年において 100個体以上採集された漁業対象種の月別採集個体数.

種名/月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 言十

アユ 641 2，166 142 3 2，953 

ヒラメ 59 731 800 434 43 4 2 2，073 

ホウボウ 85 260 200 51 9 2 607 

ヒラスズキ 309 310 

シロギス 4 5 21 6 3 43 14 7 20 75 198 

カワハギ 2 79 15 6 104 
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図5 本調査において 100個体以上採集された漁業対象種の体長組成.上段左:アユ，上段右:

カワハギ，中段左:シロギス，中段右:ヒラスズキ，下段左:ヒラメ，下段右:ホウボウ.

表 4 全地点及び年において 100個体以上採集された種の水深別CPUE(個体/分). 

有i名 く1.5m 1. 5~5 仕n 5.0~ 10仇n

アラメガレイ 1.31 1.70 2.37 

シラヌイハゼ 1.90 1.16 1.09 

ネズミゴチ 0.75 1.57 1.26 

マツバラトラギス 1.11 156 1.50 

ヒラメ 0.77 0.78 0.72 

ヒメハゼ 0.94 1.25 0.84 

オキエソ 0.69 0.65 0.48 

ササウシノシタ 0.41 0.44 0.48 

ミナミヒメハゼ 0.74 2.11 2.06 

アカハゼ 0.63 7.87 11.20 

アプオコゼ 0.28 3.31 20.79 

ホウボウ 0.35 0.44 0.60 

7 ハゼ 1.54 1.84 2.35 

ミナミアカシタビラメ 0.21 0.26 0.28 

スジハゼB 057 1.65 1.44 

ヒラスズキ 2.15 

スジハゼA 1.92 0.91 0.43 

ボウズハゼ 0.39 0.20 0.17 

カマキリ 1.09 0.20 

シロギス 0.66 0.34 0.13 

パケヌメリ 0.34 0.29 0.40 

ベラギンポ 0.23 0.74 0.51 

トカゲゴチ 0.18 0.47 0.52 

クロイシモチ 0.19 054 0.45 

サピハゼ 0.36 0.% 0.66 

スミウキゴリ 0.93 0.67 

ヘラヌメリ 0.25 0.41 0.18 

ノ、チ 0.23 0.28 0.20 

アカオビ、ン7 ハゼ 0.47 0.25 

クロウシノシタ 0.18 0.29 

ヨメヒメジ 0.29 0.34 0.81 

カワハギ 0.28 0.29 0.31 
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CPUEが高いと判断した。ヒラスズキ，スジハゼ A

Acentrogobius sp. A，カマキリ Cottuskazikaは0.0~ 1.5m 

に，スミウキゴリ Gymnogobiuspetschiliensis，アカ

オピシマハゼ Tridentigerbifasciatus，クロウシノシタ

Paraplagusia japonicaは0.0~ 5.0mに， ミナミヒメハ

ゼ Favonigobiusreichei，アカハゼ Amblychaeturichthys 

hexanema，アブオコゼ，ス ジハゼ BAcentrogobius sp. B， 

ベラギンポ Tトichonotussetiger， トカゲゴチ lnegocia

japonica，クロイシモチ Apogonnigerは1.5~ 10.0m 

に偏っていた。

地点聞での分布水深の違いを調べるために比較し

た2地点のうち，各地点で l個体/分以上出現した

種は入野がアラメガレイ Tmphopsoligolepisとマツバ

ラトラギス Matsubaraeafusiformeで，宇佐がアカハ

ゼ‘ Amblychaetur叱hthyshexanema，アラメガ レイ， シ

ラヌイハゼ Silhouetteadotui，ネズミゴチ Repomucenus

richardsoniiであった。これら 5種のうち，宇佐と入

野両方に出現した種はアラメガレイ，マツバラトラギ

ス，ネズ ミゴチであったことから，これら 3種につい

て水深別 CP田を比較した (図 6)。入野における 3

種の CPUEについて，水深 0.0~ 1.5mで最大となっ

た干重はなかったが，アラメガレイは水深 5.0~ 10.Om， 

ネズミゴチは水深 1.5~ 10.Omに多く，マツバラトラ

ギスは全ての水深帯に多く出現した。一方，宇佐では

下ノ加江で l位となり，土佐湾中央部の宇佐では 5位

であった。また，アラメガレイは 9地点中宿毛湾，土

佐湾西部，土佐湾中央部，紀伊水道外域の 6地点で 5

位以内に出現した。

一方，特定の海域に分布した種も出現した。パケヌ

メリ Eleutherochirmirabilisは土佐湾西部の大岐，下ノ

加江，入野で，シラヌイハゼは中央部の宇佐と手結で

5位以内に出現した (表 5)。ネズミゴチは土佐湾中央

部の宇佐，手結と紀伊水道外域の甲浦で 5位以内に出

現した他，宿毛でも 8位 102個体と比較的多く採集さ

れていたことから，土佐湾西部に少ない種と考えられ

た。

通し回遊する魚種として，ボウズ、ハゼ Sicyopterus

japonicusは下ノ加江，佐賀，甲浦で5位以内に，甲殿

に出現したカマキリは最も CPUEが高かった。甲殿の

種組成はヒラメ 以外の 4種が他の8地点に出現しない

特徴的な組成であった。宿毛においてヒラメ，アラメ

ガレイ以外に多く出現した種はヒメハゼ Favonigobius

gymnauchen，マハゼ Acanthogobiusjlavimanu，スジハ

ゼ Aなどのはぜ類であった。

地点間で CPUEを比較した結果，宿毛湾は 6.4個体

/分，大岐を除く土佐湾西部は1.2~ 2.8個体/分，

土佐湾中央部は4.7~ 9.3個体/分，紀伊水道外域は 2.7

個体/分と，土佐湾西部と紀伊水道外域で恒;い傾向が

水深 0.0~ 1.5mにはアラ メガ レイとマツバラトラギ 認められた。

スが多く，ネズミゴチは全ての水深帯に出現していた。

種組成の地理的変異

水深 0.0~ 1.5mに出現した各種の CPUEのう ち，

上位 5位を優占種とすると， 高知県沿岸に広く出現し

た種として，以下の 3種が挙げられた。ヒラメは 9地

点中 6地点で 5位以内に出現し，入野と甲浦では 6位

であった(表 5)。マツバラトラギスは紀伊水道外域

または土佐湾西部に位置する甲浦，佐賀，入野，大岐，

5 
a 

考 察

高知県沿岸の砂浜性極沿岸域，その中でも砕波帯域

の重要性については，木下 (1993)が表層性仔稚魚を

主対象とした調査結果から，水産上重要種の生育場と

なっていることを報告している。本研究では，砕波帯

を含む水深 0.0~ 10.0mの砂浜海岸に出現した底魚類

を主対象とした調査を 10年間継続した結果，標準体
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図6 宇佐と入野における 3種の水深別 CPUE(個体/分). a:アラメガレイ， b:ネズミゴチ， c:マツバラトラギス.
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表 5 水深1.5m以浅の調査において各地点に出現した上位 10種とその CPUE(個体/分). 

宿毛 大岐 下ノ加江 入野 佐賀

種名 CPUE 種名 CPUE 種名 CPUE 種名 CPUE 種名 CPUE 

l位ヒメハゼ 1.6 マツノ〈フトフギス 3.8 マツノ〈フトフギス 1.1 マツバフトフギス 1.6 マツノミフトラギス 1.0 

2{立 アラメガレイ 0.6 ササウシノシタ 0.3 アラメガレイ 0.5 ノ〈ケヌメリ 0.1 ボウズハゼ 0.2 

3位マハゼ 0.6 ノfケヌメリ 0.3 パケヌメリ 0.2 ホウボウ 0.1 

4{'立ヒラメ 0.5 ヒラメ 0.3 ヒラメ 0.2 アラメガレイ 0.1 
5位スジハゼ、A 0.4 アラメガレイ 0.2 ボウズハゼ 0.1 ヘダイ 0.1 

6位オキエソ 0.4 クロウシノシタ 0.1 ミナミアカシタビラメ 0.1 ヒフメ 0.1 

7位ササウシノシタ 0.3 ナンヨウウシノシタ 0.1 ネズミゴチ 0.1 オオシタビラメ <0.0 

8位ネズミゴチ 0.2 ハオコゼ 0.1 へラヌメリ 0.1 ドロメ <0.0 

9位アカオビ、シマハゼ 0.2 ボウズハゼ 0.1 シログチ 0.1 

10位ミナミヒメハゼ 0.1 ササウシノシタ 0.1 

他 1.6 0.3 0.3 く0.0

言十 6.4 5.4 2.8 2.1 1.2 

宇佐 甲殿 手結 甲浦 総計

種名 CPUE 種名 CPUE 種名 CPUE 種名 CPUE 種名 CPUE 

l位アラメガレイ 1.1 カマキリ 5.3 シフヌイハゼ 1.1 マツバフトラギス 1.6 シフヌイハゼ 0.6 

2位シラヌイハゼ 0.8 キタマクラ 1.2 ネズミゴチ， 0.5 アラメガレイ 0.2 アラメガレイ 0.6 

3位ネズミゴチ 0.6 ヒラメ 1.2 ヒラメ 0.4 ボウズ、ハゼ 0.2 マツバラトラギス 0.5 

4位ヒラメ 0.5 サビハゼ、 0.4 オキエソ 0.4 ネズミゴチ 0.1 ネズミゴチ 0.4 

5位マツバラトラギス 0.3 ドロメ 0.4 ヒメハゼ 0.3 ササウシノシタ 0.1 ヒラメ 0.4 

6位ヒメハゼ 0.3 ボウズハゼ 0.1 ヒラスズキ 0.3 ヒフメ 0.1 ヒメハゼ 0.3 

7イ立 ササウシノシタ 0.2 アカエソ 0.1 ササウシノシタ 0.2 オキエソ 0.1 オキエソ 0.2 

創立ホウボウ 0.2 カワハギ 0.1 スミウキゴリ 0.1 ホウボウ <0.0 ササウシノシタ 0.2 

9位オキエソ 0.1 ハチ 0.1 ミナミアカシタピラメ 0.1 ヒメハゼ <0.0 ホウボウ 0.1 

10位シロギス 0.1 アカオビシマハゼ <0.0 ハチ
由也 0.5 0.4 

計 4.7 9.3 

長 50mm以下のカワハギ，シロギス，ヒラメ，ホウボ

ウ稚魚が比較的多く採集された(図5)。このことから，

高知県に分布する底魚類のいくつかの漁業対象種は砂

浜性極沿岸域を生育場として利用していることが示唆

され，底魚、資源にとって重要な水域であることが示さ

れた。今後も種組成や分布量に関する調査を継続する

ことによって，その変動要因を明らかにする必要があ

る。ただし，本研究は調査期間が 3~6 月に集中して

おり，特に秋季~冬季の出現については調査回数が 1

固と極めて少なかった。今後，調査頻度の低かった時

期の知見を蓄積すれば，さらに浅海砂浜域の重要性が

明らかになると期待される。

宇佐と入野で採集された標本を水深別に比較した結

果，アラメガレイ，ネズミゴチ，マツバラトラギスの

分布水深は地点間で異なった。このことから，本研究

で対象とした水深0.0~ 10.0mの砂浜域に生息する魚

類は環境によって生息水深を変える場合があると考え

られた。この原因は，宇佐と入野の砂浜海岸の状況を

比較すると，波浪の影響や砂の粒径を含む生息環境の

違いが考えられた。

水深0.0~ l.5mに出現した小型底魚類の種組成に

おいて，高知県沿岸に一般に出現する魚種は，日本周

0.1 カワハギ <0.0 ヒラスズキ 0.1 

1.3 0.3 1.0 

4.8 2.7 4.4 

辺の沿岸域に出現する普通種であるヒラメ，アラメガ

レイと生態情報が鹿児島県吹上浜の調査結果 (Noichi

et. al. 1991) に限られているマツバラトラギスとの 3

種が挙げられた。加えて，土佐湾中央部に多く出現し

たシラヌイハゼや土佐湾西部以外で多く採集された

ネズミゴチも CPUEが高く，全地点でまとめた場合，

CPUEはそれぞれ 1位と 5位で優占種と考えられた(表

5)。この結果と小型底生魚類を対象とした地曳網もし

くは本研究と同型の桁網を用いた有明海(日比野他

2002) ，東京湾外湾(荒山他 2002)，山口県土井ヶ浜(内

田他 1998)，三重県櫛田川河口周辺(山田 2004)の調

査結果を比較すると(表 6)，本研究の主要種の組成

は重複がなく，特徴的であった。

次に，出現種数について他事例と比較した。本研究

において，各地点の種数は調査努力量と正の相聞が認

められたことから(図 2)，この結果は曳網時間の増

加によって分布密度の低い種が多く採集されたことが

主要因と考えられた。そのため，既存知見との比較は

補正した種数を用いた方が適切と考えられたが，比較

に用いた 4事例は全て努力量に関する記載がなかった

ため，種数を直接比較した。高知県沿岸の砕波帯を含

む水深1.5m以浅で採集された底生魚類は 121種以上
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表6 砕波帝もしくは干潟汀線における底生魚類調査結果の比較.

出典
日比野 荒山他 内田他 山田

本研究。002) (2002) (1998) (20似)

有明海
東京湾 山口県 三重県 高知県

海域 外湾 土井ヶ浜 櫛田)11 沿岸

干潟汀線 砕波帯 砕波帯 干潟汀線 砕波帯

種数
40種 119種 56種 61種 121種

以上 以上 以上 以上 以上

桁網 。 。
採集具 地曳網 。 。 。

l位 スジハゼ
イシカワ

クサフグ ノ¥ゼ科spp. シフヌイ
シラウオ ノ、ゼ

2位 マハゼ コノシロ シロギス アユ アラメガレイ

出現種 3位 スズキ
ギンポ属 カタクチ

ヒメハゼ
マツバラ

sp. イワシ トラギス

4位 チチブ
ノ¥ゼ科 クロ

マコガレイ ネズミゴチ
sp. ウシノシタ

5位 不明
ヨシノボリ ササ

タケギンポ ヒラメ属sp.

で，この値は東京湾外域の 119種以上とほぼ同じで

あった。しかし，東京湾外域での調査で使用された採

集具のコッドエンド目合は 0.8mmであったため，本

研究ではほとんど採集されなかったニシン科仔魚など

のシマス型仔魚、が採集されていた。これらより，高知

県沿岸に出現する小型底魚類の種数は既存知見よりも

多かったと考えられた。

一方，水深 1.5m以浅で採集された標本において，

海域もしくは地点に特異的に出現した種も観察され

た。ただし，甲殿は両側回遊性魚類であるカマキリが

最も多く採集される等，他地点と種組成が大きく異

なった。本調査海域は波浪の影響を強く受け，底質粒

度は荒く，他の砂浜海岸とは状況が大きく異なってい

たことから，甲殿の結果は以下の比較から除外した。

甲殿を除く 8地点における優占種の組成は(表 5)，

ほぼ海域区分に対応しており，宿毛湾でははぜ類，土

佐湾中央部ではシラヌイハゼやネズミゴチ，土佐湾西

部で、はパケヌメリ，ボウズハゼ、が多く出現した。紀伊

水道外域は土佐湾中央部と土佐湾西部にそれぞれ特徴

的だった種であるネズミゴチやボウズハゼが含まれて

いた。また，種組成の違いだけでなく，各地点の分布

量の指標となる CPUEにおいても，大岐を除く土佐

湾西部と紀伊水道外域は低く，宿毛湾と土佐湾中央部

では高く，海域間で違いが見られた(表 5)。砕波帯

に分布する魚類の種組成について，木下(1993) や荒

ウシメシタ

山他 (2002) は近傍環境の差異を指摘しており，本研

究でも同様のことが考えられた。すなわち， CPUEが

高かった海域については 宿毛湾には松田川と瀬戸内

海に隣接した豊後水道が土佐湾中央部には仁淀川や

物部川，内湾域として須崎湾，野見湾，浦ノ内湾，浦

戸湾が存在していた。 CPUEが低かった海域について

は，土佐湾西部は四万十川が存在するが，その他の河

川は小規模で，内湾域はなかった。紀伊水道外域の甲

浦は，瀬戸内海に隣接した紀伊水道に近いが，近隣に

は小河川しか流入していなかった。高知県沿岸は一般

的に生産性の低い黒潮(谷口 1974) の影響を受ける

海域であることから，種組成や分布量といった浅海域

の魚類の分布に関する質的もしくは量的な要素は大河

川や内湾域といった生産性の高い水域に影響されやす

い可能性が考えられた。

本研究において複数年及び複数地点で小型底魚類の

分布状況を調査した結果，他海域と比較して種数が多

い上，対象海域内でも種組成や分布量が異なった。さ

らに，海域によっては同種でも生息水深を変える事例

が観察されるなど，極めて多様な様相を示しているこ

とが明らかとなった。ただし，本研究では地点間での

生息水深の変化や種組成や分布量の変異についての要

因については，可能性を指摘するまでにとどまった。

今後はこれらの問題を科学的なデータに基づいて検証

する必要がある。
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