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　はじめに

カタクチイワシ科タイワンアイノコイワシ属
魚類 Encrasicholinaは，尾鰭が二叉型であること，
腹鰭の前方にのみ稜鱗を有し，背鰭前方と腹鰭後
方には稜鱗を欠くこと，尾舌骨が露出し，鰓膜と
峡部筋肉を隔てることなどで特徴付けられ
（Whitehead et al., 1988; Wongratana et al., 1999），世
界で 9種が知られる（Whitehead et al., 1988; Hata 

and Motomura, 2015, 2016a, b; 2017a）．このうち日
本からはシロガネアイノコイワシ E. heteroloba 

(Rüppell, 1837)，ミズスルル E. pseudoheteroloba 

(Hardenberg, 1933)，タイワンアイノコイワシ E. 

punctifer Fowler, 1938の 3種が知られ（畑ほか，
2012； 青 沼・ 柳 下，2013; Hata and Motomura, 

2016b），鹿児島県においてはこれら全ての種の分
布が標本に基づき確認されている（畑・本村，
2011, 2017b, c；畑，2017, 2018a, b; Nakae et al., 2018）．
鹿児島県本土における魚類相調査の過程で志

布志湾南岸に位置する高山町の沖合から 1個体の
タイワンアイノコイワシが得られた．本標本は志
布志湾における本種の標本に基づく確かな記録と
なるため，ここに報告する．

　材料と方法

計数・計測方法は Hata and Motomura (2017a)に
したがった．標準体長は体長と表記し，体各部の
計測はデジタルノギスを用いて 0.1 mmまでおこ
なった．タイワンアイノコイワシの生鮮時の体色
の記載は，固定前に撮影された志布志湾産標本
（KAUM–I. 112605）のカラー写真に基づく．標本
の作製，登録，撮影，および固定方法は本村（2009）
に準拠した．本報告に用いた標本は，鹿児島大学
総合研究博物館に保管されており，上記の生鮮時
の写真は同館のデータベースに登録されている．
本研究において使用した研究機関略号は以下の通
り：HCM－平塚市博物館；KAUM－鹿児島大学
総合研究博物館．

　結果と考察

Encrasicholina punctifer Fowler, 1938

タイワンアイノコイワシ　（Fig. 1）

Stolephorus zollingeri (not of Bleeker): Hardenberg, 
1934: 326, fig. 8 [Ambon, Menado (currently 
Manado), and Java, Indonesia]; Matsubara, 1955: 
195 (Kaohsiung, Taiwan; East Indies; Polynesian 
Islands): Hayashi and Tadokoro, 1962a: 27, figs. 
1–3 (Miyazaki, Japan); Hayashi and Tadokoro, 
1962b: 30, figs. 1–3 (Shizuoka, Aichi, Wakayama, 
and coast of Seto Inalnd Sea in Yamaguchi, Japan); 
Nishishimamoto, 1963: 56 (Funaki Bay and 
Funaura, Iriomote Island, Okinawa, Japan); Higo, 
1964: 37 (Amami-oshima island, Amami Islands, 
Japan); Nakai et al., 1969: 51 (Okitsu, Komagoe, 
Mochimune, Yoshida, Omaezaki and Maisaka, 
Sizuoka Prefecture, Japan); Yoshino et al., 1975: 66 
(Ryukyu Islands); Hayashi and Nishiyama, 1980: 17 
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(Ninomiya, Kanagawa Prefecture, Japan).
Encrasicholina punctifer Fowler, 1938: 157, pl. 7, fig. 

13 (type locality: Fare Bay, Huaheine Island, 
Society Islands, French Polynesia); Nelson, 1983: 
52 [in part: Celebes (currently Sulawesi), Indonesia; 
Taiwan; Fiji; Hawaii]; Wongratana 1987: 6 (in part: 
Pacific); Whitehead et al., 1988: 399, unnumbered 
fig. (in part: Indonesia; Thailand; the Philippines; 
China; north to southern Japan; northern and eastern 
coasts of Australia; Hawaii; Solomon Islands; Fiji; 
Samoa: Tahiti); Aonuma, 1993: 209, unnumbered 
fig. (in part: southern Japan, south to Southeast 

Asia, Hawaii); Young et al., 1994: 221, fig. 4 
(Chinshan, Tachi, Tongkang, Suao, and Fangliao, 
Taiwan) ;  Wongra tana  e t  a l . ,  1999 :  1717 , 
unnumbered fig. (in part: Gulf of Thailand, 
Indonesia, northern Australia to east to Tahiti; 
Philippines, southern Japan, and Hawaii); Tanaka 
and Ozawa, 2000: 35 (western Pacific from north of 
Mariana Islands to Solomon Islands); Aonuma, 
2000: 249 (in part: southern Japan, south to 
Southeast Asia, Hawaii); Awaiwanont, 2001: 30, fig. 
1C (Thailand); Aonuma, 2002: 249 (in part: 
southern Japan, south to Southeast Asia, Hawaii); 

Fig. 1. Fresh specimen of Encrasicholina punctifer (KAUM–I. 112605, 64.2 mm standard length, Shibushi Bay, east coast of Osumi 
Peninsula, Kagoshima Prefecture, Japan).
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Chen, 2003: 22, unnumbered fig. (Penghu Islands, 
Taiwan); Senou et al., 2006: 410 (Sagami Sea, 
Japan); Maeda et al., 2006: 34, fig. 3 (Okinotori-
shima island, Japan); Ueda and Morioka, 2007: 10, 
fig. 2 (Shishikui, Tokushima, Japan); Kagoshima 
City Aquarium Foundation, 2008: 53, unnumbered 
fig. (Kasasa, Koyama, Uchinoura, and Funama, 
Kagoshima, Japan); Hata and Motomura, 2011: 61, 
f ig .  14 (Ibusuki ,  Kaimon,  and Uchinoura, 
Kagoshima, Japan); Ambak et al., 2012: 44, 
unnumbered fig. (Malaysia); Aoyagi and Yagishita, 
2013: 303, unnumbered fig. (in part: Pacific coast 
from Sagami Bay to southern coast of Kyushu, Seto 
Inland Sea, and Ryukyu Islands, Japan; Taiwan; 
Hong Kong;  Paci f ic) ;  I sh ikawa 2013:  31 , 
unnumbered fig. (Bang Pakong, Gulf of Thailand, 
Thailand); Hata and Motomura 2015: 123 (in part: 
mouth of Bang Pakong River, Chachoengsao, 
Thailand; Manila, Philippines; Hainan Island, 
China; Minami-satsuma, Kaimon, Ibusuki, and 
Uchinoura, Kagoshima, Japan; 1.8 km west of 
Lehua Island, and Honolulu, Oahu, Hawaiian 
Islands; Bora Bora Island and Fare Bay, Huaheine 
Island, Society Islands, French Polynesia); Hata and 
Motomura, 2016a: 86 (Chiringa-jima island, 
Kasasa, Uchinoura Bay and Amami-oshima island, 
Kagoshima Prefecture, Japan; Iriomnote-jima 
island, Yaeyama Islands, Japan; East China Sea; 
Hainan Island, China; Manila, Luzon, Philippines; 
Nha Trang, Vietnam; Gulf of Thailand; Phuket 
Island, Thailand; Lombok and Sulawesi, Indonesia; 
New Britain Island, Papua New Guinea; Pomona, 
Queensland, Australia; Haputo, Guam; Apia, Upolu 
Island, Samoa; Hawaiian Islands; northern Mariana 
Islands; Kiribati, Fare Bay, Huaheine Island, Society 
Islands, French Polynesia); Hata, 2017a: 44, 
unnumbered figs. (Panay Island, Philippines); Hata, 
2017b: 42, unnumbered figs. (Kagoshima Bay, 
Japan); Hata,  2018a: 82, unnumbered figs. 
(Uchinoura Bay, Kagoshima Prefecture, Japan); 
Kagoshima City Aquarium Foundation, 2018: 69, 
unnumbered fig. (Kasasa, Koyama, Uchinoura, and 
Funama, Kagoshima Prefecture, Japan); Nakae et 
al., 2018: 215 (Atetsu and Setouchi, Amami-oshima 
island, Kagoshima Prefecture, Japan).

Anchoviella zollingeri: Fowler and Bean, 1922: 2 
[Takao (currently Kaohsiung), Taiwan]; Fowler, 
1941: 700 (East Indies, Formosa, and Polynesia).

Stolephorus buccaneeri Strasburg, 1960: 396, fig. 1b, 
2 (type locality: 200 yard west of Lahua Island, 
Niihau, Hawaiian Islands); Whitehead, 1967: 256, 

fig. 36 (Taiwan; Hong Kong, China; Philippines; 
Palau; Singapore); Shen, 1971: 102 (Taiwan); 
Wongratana, 1980: 149 (Thailand); Uyeno and Sato, 
1984: 20, pl. 337-H (in part: southern Japan, 
Southeast Asia, and Hawaii); Hamaguchi, 1991: 108 
(Ninomiya, Kanagawa Prefecture, Japan); Mohsin 
and Ambak, 1996: 129, fig. 196 (in part: Malaysia 
and eastward to Hawaii); Kimura et al., 1998: 15 
(north of Papua New Guinea).

Stolephorus punctifer: Shen, 1984: 10, pl. 10, 44-2 
(Taiwan).

標本　KAUM–I. 112605，体長 64.2 mm，鹿児
島県肝属郡肝付町高山町沖志布志湾（31°21′N, 

131°02′E），2018年 2月 20日，定置網，畑　晴陵・
小枝圭太・川間公達・中村潤平．

記載　背鰭不分枝軟条数 2；背鰭分枝軟条数
11；臀鰭不分枝軟条数 2；臀鰭分枝軟条数 13；胸
鰭不分枝軟条数 1；胸鰭分枝軟条数 13；腹鰭不分
枝軟条数 1；腹鰭分枝軟条数 6；尾鰭軟条数 19；
第 1鰓弓上枝鰓耙数 18；第 1鰓弓下枝鰓耙数
24；第 1鰓弓総鰓耙数 42；第 2鰓弓上枝鰓耙数
11；第 2鰓弓下枝鰓耙数 20；第 2鰓弓総鰓耙数
31；第 3鰓弓上枝鰓耙数 10；第 3鰓弓下枝鰓耙
数 12；第 3鰓弓総鰓耙数 22；第 4鰓弓上枝鰓耙
数 7；第 4鰓弓下枝鰓耙数 8；第 4鰓弓総鰓耙数
15；第 3上鰓骨後面上の鰓耙数 5；腹鰭前方稜鱗
数 4；側線鱗数 40；擬鰓上の鰓弁数 24．
体各部の体長に対する割合（%）：頭長 23.4；

体高 15.9；背鰭前長 52.0；胸鰭前長 24.4；腹鰭前
長 43.5；臀鰭前長 65.0；背鰭基底長 10.4；臀鰭基
底長 14.3；尾柄長 19.2；尾柄高 7.2；胸鰭長
13.0；眼隔域幅 4.1；上顎長 13.6；下顎長 15.1；
背鰭第 1不分枝軟条長 5.7；背鰭第 2不分枝軟条
長 14.0；背鰭第 3軟条長 13.6；臀鰭第 1不分枝軟
条長 3.2；臀鰭第 2不分枝軟条長 8.8；臀鰭第 3軟
条長 9.6．
体各部の頭長に対する割合（%）：眼窩径

34.3；眼径 24.8；吻長 16.0；背鰭起部から胸鰭基
底上端までの距離 129.2；背鰭起部から腹鰭起部
までの距離 74.6；背鰭起部から臀鰭起部までの距
離 93.7；胸鰭基底上端から腹鰭起部までの距離
85.5；腹鰭起部から臀鰭起部までの距離 95.1；眼
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後長 49.8．
体は円筒形に近い形状を呈し，やや側扁する．

体背縁は吻端から背鰭起部前方にかけて緩やかに
上昇し，そこから尾鰭基底上端にかけて極めて緩
やかに下降する．体腹縁は吻端から鰓蓋後縁にか
けて緩やかに下降し，そこから臀鰭起部にかけて
体軸とほぼ平行となり，そこから尾鰭基底下端に
かけて極めて緩やかに上昇する．胸鰭基底上端は
鰓蓋後端よりも後方に位置する．胸鰭後端は尖り，
腹鰭起部直上に達しない．胸鰭上縁，下縁，およ
び後縁はいずれも直線に近い．腹鰭起部は背鰭起
部よりも前方に位置し，たたんだ腹鰭の後端は背
鰭第 5軟条起部直下に達する．背鰭起部は腹鰭基
底後端よりも後方に位置する．背鰭背縁は起部か
ら第 3軟条後端にかけて上昇し，そこから下降す
る．臀鰭起部は背鰭基底後端よりも後方に位置す
る．臀鰭下縁は起部から第 3軟条後端にかけて下
降し，そこから上昇する．尾鰭は二叉型で，湾入
する．肛門は体の中央より後方，臀鰭起部前方に
開孔する．口裂は大きく，上顎後端は眼の後端よ
りも後方に達するが，前鰓蓋骨前縁には達しない．
吻部は突出し，その先端は鈍く，吻長は眼窩径よ
りも短い．前鰓蓋骨と鰓蓋の後縁は円滑で，一様
に後方に膨出し，凹まない．眼窩は前後方向に長
い楕円形，眼と瞳孔はほぼ正円形をそれぞれ呈す
る．鼻孔は 2対で前鼻孔と後鼻孔は互いに近接し，
眼の前縁前方に位置する．両鼻孔はともに背腹方
向にわずかに長い楕円形を呈し，皮弁はない．胸
鰭下方から腹鰭前方にかけての体腹縁に鋭く尖っ
た，針状を呈する稜鱗が 4枚，縦に 1列に並ぶ．
腹鰭後方と背鰭前方には稜鱗はない．体側鱗はほ
ぼ全て脱落している．尾鰭両葉の基底部には数枚
ずつ剥がれにくい鱗が密生しており，三角形の集
合を形成する．両顎と口蓋骨には 1列の円錐歯が
並ぶ．鋤骨には数本の円錐歯がある．基舌骨背面
には数列の円錐歯が並ぶ．鰓耙は細長く，棒状．
擬鰓上にフィラメント状の鰓弁を有する．尾舌骨
は露出し，鰓膜と峡部筋肉を隔てる．尾舌骨の露
出部は強く側扁し，左右に肉質部を有する．

色彩　生鮮時の色彩―体は一様に乳白色．鰓
蓋後方から尾鰭基底にかけて体側中央に瞳孔径と

ほぼ同じ幅の銀色縦帯があり，その上方に緑が
かった黒色縦帯がある．頭部側面は一様に銀白色．
吻端から眼の下方にかけてと，項部に小黒斑が散
在する．背鰭，臀鰭，および尾鰭の各軟条に黒色
色素胞が散在する．尾鰭は基底付近が黄色がかる．
胸鰭と腹鰭の各軟条は白色半透明．虹彩は銀色．
瞳孔は青みがかった黒色．

分布　タイ・プーケット島から南日本，ハワイ，
および仏領ポリネシアにかけてのインド・太平洋
に広く分布する（Hata and Motomura, 2016a）．日
本国内においては神奈川県二宮町（林・西山，
1980； 浜 口，1991）， 駿 河 湾（Hayashi and 

Tadokoro, 1962b，中井ほか，1969），遠州灘（中
井ほか，1969），愛知県，和歌山県（Hayashi and 

Tadokoro, 1962b），徳島県宍喰町，（上田・守岡，
2007）， 山 口 県 瀬 戸 内 海 沿 岸（Hayashi and 

Tadokoro, 1962b），宮崎県延岡市（Hayashi and 

Tadokoro, 1962a）， 鹿 児 島 県 本 土（Hata and 

Motomura, 2015, 2016a；畑，2017, 2018a；本研究），
奄美大島（肥後，1964; Nakae et al., 2018），沖縄
島（ 三 浦，2012）， 西 表 島（Nishishimamoto, 

1963），および沖ノ鳥島（前田ほか，2006）から
記録されている．

備考　記載標本は，尾鰭が臀鰭と連続せず，二
叉型であること，腹鰭前方の体腹縁に稜鱗を 4枚
有し，背鰭前方と腹鰭後方には稜鱗がないこと，
尾舌骨が露出し，鰓膜と峡部筋肉を隔てることな
ど が Whitehead et al. (1988) や Wongratana et al. 

(1999)によって定義された Encrasicholina属に同
定された．さらに，上顎が短く，その後端が前鰓
蓋骨前縁に達しないこと，背鰭と臀鰭の不分枝軟
条数がそれぞれ 2であること，第 1から第 4の各
鰓弓の総鰓耙数がそれぞれ 42, 31, 22, 15であるこ
と，背鰭第 1軟条長が体長の 5.7%であることな
どが Hata and Motomura (2015, 2016a, b, 2017a)に
よって示された E. puntiferの標徴とよく一致した
ため，本種に同定された．また，記載標本から得
られた計数・計測値は Hata and Motomura (2016a)

によって示された E. punctiferのそれらとよく一
致した．

Encrasicholina puntiferは主上顎骨後端が前鰓蓋
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骨前縁に達しないこと，背鰭と臀鰭の不分枝軟条
数がそれぞれ 2であること，体復縁に鋭い稜鱗を
そなえることから，アフリカ東岸からインド沿岸
に分布する E. intermedia Hata and Motomura, 2016

と紅海とペルシャ湾に分布する E. gloria Hata and 

Motomura, 2016に酷似するが，第 1から第 4の各
鰓弓の総鰓耙数が少なく，それぞれ 34–45, 25–36, 

14–23, 13–20（E. intermediaではそれぞれ 46–50, 

36–38, 23–25, 19–21, E. gloriaではそれぞれ 52–59, 

42–45, 26–29, 19–23）であること，また，E. gloria

とはさらに，背鰭第 1軟条長が体長の 3.8–6.8%（E. 

gloriaでは 6.8–7.9%）であることによっても識別
される（Hata and Motomura, 2016a）．
タイワンアイノコイワシに適用される学名は

長らく混乱が見られ，1960年代初頭までは，
Stolephorus zollingeri Bleeker, 1849とされることが
多かった（例えば Hardenberg, 1934；松原，1955; 

Hayashi and Tadokoro, 1962a, b）．現在 S. zollingeri

はカタクチイワシ Engraulis japonica Temminck 

and Schlegel, 1846の新参異名とされる（Whitehead 

et al., 1988; Wongratana et al., 1999）．その後，タイ
ワンアイノコイワシには Strasburg (1960)により，
ハワイ産の個体に基づき記載された S. buccaneeri 

Strasburg, 1960の学名が適用されることが多かっ
たものの（例えば Whitehead, 1967; Shen, 1971；
上 野・ 佐 藤，1984），Nelson (1983) に よ り S. 

buccaneeriは E. puntiferの新参異名であり，タイ
ワンアイノコイワシに適用すべき学名は後者であ
ることが示されている（Whitehead et al., 1988; 

Hata and Motomura, 2015, 2016a）．
タイワンアイノコイワシは長らくアフリカ東

岸から日本，ハワイ，および仏領ポリネシアにか
けてのインド・太平洋に広く分布するとされてき
たが（Whitehead et al., 1988; Wongratana et al., 1999；
青沼・柳下，2013），紅海とペルシャ湾に分布す
るものは E. gloria，アフリカ東岸からインド沿岸
に分布するものは E. intermediaとされ，タイワン
アイノコイワシの分布は太平洋とタイ・プーケッ
ト島に限られることが明らかにされている（Hata 

and Motomura, 2016a）．
Encrasicholina punctiferに対し，和名を提唱し

たのは松原（1955）である．彼は Fowler (1941)

を引用し，本種を S. zollingeriとして報告すると
同時に，その分布域に台湾・高雄を含めると同時
に，和名タイワンアイノコを提唱した．なお，
Fowler (1941)の台湾におけるタイワンアイノコイ
ワシの記録は，Fowler and Bean (1922)が Ancho-

viella zollingeriとして台湾・高雄から得られた全
長 40 mm以下の 25個体を報告したものを引用し
たものである．
日本から初めてタイワンアイノコイワシを報

告したのは Hayashi and Tadokoro (1962a)である．
彼らは宮崎県延岡市の沖田川河口，延岡市土々呂
沖，および静岡県沼津市静浦沖から得られた本種
を詳細に報告した．その後，林・田所（1962b）
は静岡県沼津市，愛知県，和歌山県，および山口
県の瀬戸内海沿岸から得られた本種を S. zollingeri

として報告し，Nishishimamoto (1963)は西表島か
ら得られた本種 4個体を S. zollingeriとしてその
詳細な形態と，琉球列島においては漁獲されるこ
とが稀であることを報告した．中井ほか（1969）
は 1967年夏季に生じた，岡県静岡市興津から浜
松市舞阪にかけての駿河湾・遠州灘におけるタイ
ワンアイノコイワシの大量の出現を報告した．ま
た，林・西山（1980）と浜口（1991）は 1961年
に神奈川県二宮町沖で得られたタイワンアイノコ
イワシ 1個体（HCM-51-915）を報告した．これ
が本種の分布の北限記録であると思われる．
上野・佐藤（1984）は本種を S. buccaneeriとし

て報告し，本種の分布域に南日本を含めると同時
に，本種の和名をタイワンアイノコイワシとした．
上野・佐藤（1984）の報告まで，本種の和名はタ
イワンアイノコとされてきたが，これ以降，タイ
ワンアイノコイワシとされることがほとんどであ
る（例えば，青沼，1993, 2000, 2002；青沼・柳下，
2013；畑，2018a）．その後，前田ほか（2006）は
沖ノ鳥島近海において 1228個体のタイワンアイ
ノコイワシが得られたことを報告した．上田・守
岡（2007）は徳島県宍喰町沿岸で得られた本種を
報告すると同時に，2006年当時，宍喰町のほか，
高知県室戸市においても本種が多獲されることを
報告した．彼らはさらに，独立行政法人水産総合
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研究センター中央水産研究所のホームページを参
照したものではあるが，2004年に伊勢・三河湾
においても本種が多数漁獲された旨を報告してい
る．なお，三浦（2012）は沖縄島南部に位置する
中城湾において漁獲されたカタクチイワシ科魚類
をミズスルルとして報告しているが，少なくとも
成魚の写真（p. 18，右段下から 2番目の写真）は
上顎が短いことから，タイワンアイノコイワシで
あると思われる．
鹿児島県内において，タイワンアイノコイワ

シは内之浦湾（畑・本村，2011; Hata and Moto-

mura, 2015, 2016a；畑，2018a），鹿児島湾（畑・
本 村，2011; Hata and Motomura, 2016a； 畑，
2017），笠沙（Hata and Motomura, 2016a），および
奄美大島（Hata and Motomura, 2016a; Nakae et al., 

2018）から標本に基づき記録されている．
タイワンアイノコイワシの志布志湾における

分布記録は財団法人鹿児島水族館公社（2008）と
公益財団法人鹿児島水族館公社（2018）が南さつ
ま市笠沙町，内之浦湾，および肝属郡岸良町船間
に加え，志布志湾高山町沖から本種が得られたこ
とを報告している．しかし，志布志湾産の標本は
残されておらず，また，示された写真も内之浦湾
産の個体のものであり（山田守彦氏，私信），出
版物による志布志湾における本種の確実な記録は
なかった．したがって記載標本は本種の志布志湾
沿岸におけるタイワンアイノコイワシの標本に基
づく初めての記録となる．
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