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南西諸島における有毒ガニの分布

と生態に関する研究

税所俊郎＊・牛尾嘉宏＊

AStudyontheDistributionandEcologyofToxicCrabs
intheRyukyuandAmamilslands

ToshioSAIsHo＊andYoshihiroUsHIo＊

Ahgtract

OutofthethreespeciesoftoxiccrabsinhabitingintheRyukyuandAmamilslands,thedistribu-
tionandecologyofZo‘伽sα”‘"ｓａｎｄ４ｊ‘79α"＄んγ伽s,bothbelongingtothefamilyXanthidae,were
studied・InJapan,肋堰α飾伽抑JisoneofthecommonestbeachcrabsinhabitingfromtheBoso
PeninsulatoKyushulsland・加伽Sα‘""Jisdistributedas他rasHachijo-shimaandlzu-Oshima
lslands，andiscollectedmainlyintheshallｏｗｃｏｒａｌｒｅｅｆｉｎｔｈｅＡｍａｍｉａｎｄＲｙｕｋｙｕlslandsbut
doesnotexistinKyushu；TanegashimaandYakushimalslandlocatednearbyAmami-Oshima･It
seemsthatthevariationofdistributionismainｌｙｄｕｅｔｏｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｔｈｅｓｔｒｏｎｇwarmcurrent

ofKuroshio,ｗｈｉｃｈＨｏｗｂｅｔｗｅｅｎＡｍａｍｉ－ＯｓｈｉｍａａｎｄYakushimalslands・
Fromthefisheriespointofview,itisneedfUlfbrustopaymuchattenｔｉｏｎｏｎｂｏｔｈＺ６ａｅ"β"ｓａｎｄ

４.ルァ伽s;inthefbrmer,inrespectofitsstrongtoxicity,thoughthedistributionisinpartialand
thin，ａｎｄｉｎｔｈｅｌａｔｔｅｒ，inrespectofitswidedistributionandabundanceinnumber，thoughits
toxicityisnottoostron9．TheinspectionsofthestomachcontｅｎｔｓｏｆｔｈｅＺ８ａｅ"“werecarried
out,ｗｉｔｈｎｏｑｕestiOnablefboddiscovered,theoriginofthecrabtoxinleftunclarified・

緒言

琉球および奄美群島においては有毒のカニによる食中毒事件が時折散発し漁業従事者に脅

威を与えている．その毒性は時に非常に強く約1009のカニ１個体で大人数名を死亡せしめ

るに足る程である．本研究はこれら有毒のカニ類についてその分布や生態を明らかにし併せ

てカニによる食中毒事件の絶滅と魚介類の利用向上を計るのが目的である．

南西諸島における毒ガニの存在は最初，東京大学農学部水産化学教室（橋本芳郎教授）に

よって明らかにされた．橋本ら(1968)は南西諸島産のカニ類中，７科72種，約1,000個体を

採集しマウスを用いる生物試験法によって毒性を調べた結果，その中から３種類の有毒ガニ

を見出した.即ちウモレオウギガニＺ０伽"sα””s,スベスベマンジュウガニ出噸α飾β0γｊ血s，

およびヒラアシオウギガニ肋岬o虚α９ｍ""んsαの３種で何れもオウギガニ科(Xanthidae)に

所属する南方海域産の十脚目短尾類である．更にカニ毒の成分はまひ性貝毒であるサキシト

キシンまたはそれに極めて類似した物質であることも最近の研究で明かにされた.(橋本・他

1969）

今回の報告は有毒であることが判明した上記のカニの中，Ｚｂ伽"sae"”ｓおよび４"噸α蜘

*鹿児島大学水産学部水産動物学教室（LaboratoryofZoology,FacultyofFisheries,KagoshimaUni‐

versity）
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β０γｊ”ｓの２種について南西諸島における分布状態および生態に関する調査結果をまとめた

ものである．本報告の作成にあたって終始研究上の指導援助を頂いた東大農学部橋本芳郎教

授，鴻巣章二助教授，九大農学部三宅貞祥教授に厚く御礼申し上げる．更に本報告作成にあ

たっては東大水産化学研究室で実施した毒性試験結果や調査資料を度々引用させて頂いた．

資料提供を頂いた同研究室に感謝する．最後に本研究実施にあたっては文部省科学研究費

(試験研究）の援助を得た．記して感謝の意を表する次第である．

研究材料および方法

調査の対､象とした有赤ガニは前記３種類の中，ウモレオウギガニZOSZ"Z"SaC"“s(Linn6)お

よびスベスベマンジュウガニ必‘電α飾狗･Cl･』血ｓ(LiIm6）の２種類である．残りのヒラアシオ

ウギガニＰＺ"”0伽αｇγα,z2‘J0sα(RiiPPell)は奄美群島では全く見出されず，沖縄，八重山群島

で少数採集されたのみであったので本種についての報杵は別の機会にゆずりたい．

奄美大島地方でハムガン，ヨイガンまたはユイガンと呼ばれているウモレオウギガニはオ

ウギガニ科Xanthidaeに所屈しており，1758年Linn6によって記戦された．この種は熱柵

海域に普通に兄られ，沖細，台湾，ハワイ，タヒチ，紅海，アフリカ火海岸等に広く分布す

るインド太平洋種である．生息の場所は珊瑚礁附近の浅瀬，－１二潮線下の瑞礁部，或いはタイ

ドプール等のような所に多い．本種の頭胸甲面は写真(Fig.１）のように墾紋状の隆起によっ

Fig.１．Zos加蛎αβ"c"s(LINNAEus,1758）

Habitat：Kametsu，Tokunoshima

Date：Ｍａｙ２２，１９６７

Measurements：LGngthofcarapace42､０ｍｍ.，width,６２．４ｍｍ．
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て特徴づけられ,前側縁は３個の丸縁とそれに続く純突起からなる．釧脚の腕節および前節

背面にも雲紋状の小隆起がある．叩殻の色彩は紫禍色が多いが稀に褐色，紅褐色，オレンジ

色を呈するものがある。（飛者の一人牛尾が１９６７年台沈香焦湾で採集した１個体は生時鮮か

なオレンジ色であったo)本邦近海ではこれまで主として台湾および沖縄諸島で見出されてお

り，また小笠原，八丈島，伊豆大島でも採集された記録がある．

鷲溌.．、．』器.鐸鍵諮鳶:電離懇懇蕊蕊譲縄診…瀞；‘鶏蝉螺

鰯#,,罰

』哩鼻

４銀
Ｅ勢□

受

,:j琶誘愛電悪鑑&

Fig.２．“"gα伽如ｒｉ血Ｊ,(LINNAEusl758）

Habitat：Ｙ6,Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍａ

Ｄａｔｅ：APr､２６，l967

Measurements：Lenghtofcarapace23,３ｍｍ.，Width，３３．９ｍｍ．
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スベスベマンジュウガニは同じく１７５８年Linn6によって記載されたインド太平洋種で紅

海，東および南アフリカ海岸，オーストラリア，タヒチ，ハワイ等に広く分布が知られてい

る．写真(Fig.２)のように叩殻の表面は平滑で色彩は濃紫色，褐色または淡緑色と変化に富

んでおり，かつ特有の雲状紋が見られる.本邦近海では,房総半島以南の太平洋岸各地に普通

で，南西諸島，台湾まで分布はｲI|'びている．生息場所は岩礁地帯や珊瑚礁の浅瀬などに普通

に見出される．以上の２種のカニの採集にあたっては通常の磯採集の他に，イセエビ採捕の

ための三重網の利用，および奄美大島地方でよく行なわれる“いざり漁法，,（秋冬の夜間干

潮時に珊瑚礁を灯火で照らしながら魚只類を採捕する方法）によった．主要な採集場所は奄

美大島の名瀬市近郊の京ノ浦海岸，笠利町用海岸および徳之島の亀徳海岸である．何れもウ

モレオウギガニが良く渡れ，以前にカニによる食中毒事件の発生もあり地元漁民は毒ガニの

存在をよく知っている．生態観察に供した試料は笠利町用海岸で夜間灯火で採集したものを

そのまま鹿児島まで持帰り，研究室水槽で，約１～３カ月間飼育したものである．
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Ｍａｌｅ

調査結果

１．南西諸島におけるウモレオウギガニの分布

1965年から1969年の間に計234個体についての採集資料を得たが，採集場所と尾数を記

せばＴａｂｌｅｌの通りである．採集の行なわれた地域図を同じくFig.３およびFig.４に示し

た．調査によれば南は台湾から北は奄美大島，喜界島に至る範囲で広く南西諸島の珊瑚礁域

に分布しているのが明かになった．しかし九州本土，種子島，屋久島ではこれまで１個体も

採集されていない．トカラ列島における分布の詳細は不明であるが，今の所採集された記録

はない．奄美大島以南の各島喚では連続的分布を示すにも拘らず，奄美大島より北へ約８０

kｍへだてた島々で見出されぬのは動物地理学的に見ても興味深い．もっともウモレオウギ

ガニの採集北限は鈴木・倉田（1967）によれば伊豆大島，酒井（1939）によれば八丈島とな

っており，何れも黒潮主流の影響の強い所に多い．

Table１．ThecollectednumberofZMzβ"β"sintheRyukyuandAmamilslands．

5０

Female

０
５
１
１
２
２
６
０
０
１
０
０
０
１
２
３
０

２
３
１
１

Total

Numberofspecimens
Ｐｌａｃｅｏｆｃａｔｃｈ

２．ウモレオウギガニの生息環境

採集地の一つ,名瀬市近郊.京ノ浦海岸の地形断面図を示すとFig.５の通りである．この海

岸はＲｅｅｆとしては規模も小さく，これから発達をつづける段階と思われる．生物量は少な

く，Table2が示すように甲殻類，軟体類，赫皮動物，腔腸動物，藻類が主なものである．

ウモレオウギガニはこの附近の水深10～20ｍの深さに敷設された三重網によって採集される

が，橋本ら(1967)の報告では南西諸島中，最も毒性の強い傾向が見られる由である．笠利町

2349５

KikaiIs・

Amami-Oshima，Ｙ６

〃 Ｙ６ａｎ

〃 Buunzaki

〃 Borosezaki

〃 Ky6noura

〃 Ｎａｓｅ

〃 Aka豆aki

〃 Surikozaki

〃 Miyakozaki

〃 Ｙｏｒｏｌｓ・

Tokunoshima,Ｉｋｅｍａ

〃 Kaminomine

〃 Kametoku

Yoronls・

Ishigakils・

Formosa， K6sh6wan

１
１
１
１
６
５
４
４
４
１
１
１
３
９
５
６
１

４
６
３
４
１

１３９

１
６
０
０
４
３
８
４
４
０
１
１
３
８
３
３
１

１

３
１
３
１
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ａ

Ｙｏｒｏｌ

沙CｌｇＧ Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍａ Tokunoshima

Fig.４．ＭａｐｓｈｏｗｉｎｇｔｈｅｐｌａｃｅｏｆｃａｔｃｈｅｓｉｎＡmami-OshimaandTokunoshima・

Table２．ListofSeashoreinhabitantsinKyonoura,Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍａ

specles

ＡＲＴＨＲＯＰＯＤＡ

ＲｚｒｊＡ８"“βル0γγj血FABRIcIus

qγ‘伽伽0γ6棚αγｉｓ(STIMPsoN）

刀αγ航αｄ“γ"saSTIMPsoN

Qz秒伽s77zac"Jα"S(LINNE）

CCC”ejv“(FoRsKAL）

Z0s伽sαβ"β"S(LINNE）

Cﾙﾉ070〃Jα〃jgrα(FoRsKﾑL）

Ｃ・ ﾘﾉﾙ"βα(DANA）

〃伽‘"ＳｅＩａﾉα(LATREILLE）

乃峨”αｑ)'加吻〃(HERBsT）

ｎ"α"αｇｒａＭ伽(HERBsT）

ＭＯＬＬＵＳＣＡ

別αか伽”(DuNKER）

Ｍｚ"c伽"α伽"0sα(R6DING）

Ｄγ叩ａｇＪＯ""Jα血(R6DING）

伽0ｍ”“J"伽α"“(LINNも）

肋γｍ〃γα加加、(LINNも）

ＥＣＨＩＮＯＤＥＲＭＡＴＡ

Ｌ伽kjaJa8zljgα‘α(LINNも）

Ｄｉａｄ８ｍａＭｏｊｌｚｍ(LEsKE）

乃柳β”esgra棚α(LINNも）

EC伽Ｏｍ８ｊｒａｍａｊ伽ej(BLAINvILLE）

Japaneseｎａｍｅ

karuishigani

akamongani
●

yumonganl
● ●

umoreouglgam

kurotenagaougigani

sangogam

reishigai

thunoreishigal

kiiroigareishi

magakigai

onikobushi

aohitode

gangaze

shilahigeuni
●

nagaunl
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脇‘eγ0""‘γ0"Ｓｍα加減"α“(LINNE）

HbJO伽γiαα‘ｒａＪＡＥＧＥＲ

Ｈ伽CO噸伽α(BRANDT）

ＡＬＧＡＥ

Ｓｐ０"go‘Ｉａｄ伽αγ‘ｈ‘γjαゆr伽AREscHouG

Boo雌ａｃｏａｃｊα(DIcKIE)MuRRAYetDEToNI

卵〃α"！αγjasp・

CD恥0ｍ”ａｓ伽0sα(ROTH)DERBEsetSoLIER

Sarg“”岬伽畑加Ｊ・AcFARDH

LjagorasP．

Gα伽α"γα/Zzs卿”αDEcAIsNE

4”肋0α〃αjajaLAMouRoux

Cera#0伽〃0〃”0"g伽”ZANARDINI

P小枇0"iasp・

GCM”血γ"”J(KijTzING）ＳｃHMITz

３eachroc

palpuunl

kuronamako

nisekurOnamakｏ

kitglmenoo

aomogusa

kurogashira

fUkuronori

fUtaemoku

konahada

garagara

kaninote

kaimengou

itogusa

tengusamodoki

耐ﾘﾘiW『Ｉ
aboutl50m

Fig.５．Across-sectionalviewofKyonoura,Amami-Oshima．

用海岸は写真(Fig.６)に示す通りで前述の京ノ浦に比べればＲｅｅｆも

発達しており生物量も豊富である．この海岸でウモレオウギガニの獲

れた地点はFig.６の中のＡおよびＢの両点である．Ａ地点は大潮の干

潮時刻には水深10-20ｃｍ，広さ２－４，２の潮溜りが諸所にでき，

その附近にイワスナギンチャク，海藻，枯死サンゴ等が点在している

ような場所である．（Fig.７参照)．一方Ｂ地点は干潮時でも水深20-

Table３．ListofSeashoreinhabitantsinY6,Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍａ

Species

ＣＯＥＩ９ＥＮＴＥＲＴＡ

ＨＺｚ〃α"β"αsp．

Pα〃伽asp・

ＡＲＴＨＲＯＰＯＤＡ

Ｄａ吻皿smeg畑0s(HERBsT）

S'肱ゆびsα妙"α(Ｈ､MILNE-EDwARDs）

Tja伽αCOγ蝿βγαLATREILLE

別αIα耐αがcZaSTIMPsoN

Chz功j伽“”e”＄（FoRsKAL）

Japaneseｎａｍｅ

tatGjimaisoginchaku

iwasunaginchaku

komonyadokari

nokogirigani

isokuzugani

himebenitsuke
●

yumonganl

5３

1oｗｔｉｄｅｍａｒｋ

１５
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Species

C、７”剛α“(LINNE）

此旭α伽伽j血$(LINNも）

加伽sα“e“(LINNも）

Dα加伽伽α(HERBsT）

Xlz"A加加”c賊(Ｈ・MILNE-EDwARDs）

〃”jwz"ｈ伽eJ8gα”(STIMPsoN）

p、"ｊα“(DANA）

〃Ｏｍｅｒａｃ加加”"ｓＡＬｃｏｃＫ

ａ功肋伽γ昭α畑s(Ｈ､M1LNE-EDwARDs）

〃αｅａｊ０ｍ８"0sα(Ｈ・MILNE-EDwARDs）

４“z１脚(DANA）

4．γ2(〃”‘#α′α(Ｈ・MILNE-EDwARDs）

別0.伽”８０Jα#“(Ｈ・MILNE-EDwARDs）

Ｐ． 'α”0"”s(R"ﾙ伽）

q),瓶0ｍ‘伽0血‘lりI伽（DEHAAN）

ChJ0r0〃Jα"jgrα(FoRsKﾑL）

C・ りﾉﾙ"eα(DANA）

pj伽”Sひ８噸"雌0(FABRICIUS）

p、＃O加”""(LATREILLo）

Ｐ． 〃功”e“Ａ・MILNE-EDwARDs

Dom0"jα〃”j血EYDoux＆SouLEGET

Gr“$“sjrigo皿HERBsT

pα‘塊岬”加柵“Ａ・MILNE-EDWARDS

pIag畑α伽岬esDEHAAN

pejWZO"〃”畑伽加(HERBST）

Go"Odac妙伽６ﾙi蝿γαＦＡＢＲｘｃＩｕｓ
ＭＯＬＬＵＳＣＡ

Ｈｚ"0胸“航”ＬINNも

S"側漉伽岬OIojpa卿ｊ伽(REEvE）

助"〃α伽加”jα(LINNE）

＆"郷(αひ細“)s伽"卿(BLAINvILLE）

伽γ瓶”"#0〃ααw70sj0mα(LINNも）

血γαＩ伽(D紬"雛γ)γﾙ0伽0ｍα(LAMARcK）

ＴＭ加帆αα伽伽α（LINNも）

ｃ０"0ｍ"砿加伽”S(LINNも）

Zα加肺伽伽(LINNも）

Hzz功α９０６〃蝿”(LINNE）

Ｅｍｓａ伽ﾙβ伽Jα(LINNも）

〃功"α伽'αｇｒａｃ肋(GAsKoIN）

』伽eﾉａｒｊα(ｏｒ"α瓶β"α伽)α”邸加(LINNも）

Ｍｂ””jα加0Ｍα(LINNも）

Ｒａり伽"αc““８秒〃伽(LIN蛇）

伽γα‘α蝿γj$(LINNも）
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subesubemanJugani
●

● ●

umoreouglganl

kanokoougigani

himeougigani

togehimeougigani

iboougigani

biroudotogeougi

kimogani

kurotenagaougigani

kebukagani

mmamllwaganl

himeiwagani

shoUjingani

togeashigani

fi｣ltoyubishako

mlmlgal

tokObI1ghi

iboanago

otomegasagai

chousensazae
●

oourauzugal

amaObunegai

magakigaｉ

ｌｍｍｏｋａｉ
●●●●

sulJ1gal

kamondakara

medakara

hanabiradakara

kiirodakara

hanamaruyuki

hoghidakara

hoshikinuta
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Ｂ”ｓａｄ”ｋｅｒｊＫＩＲＡ

ｐ"J伽0ｍαｍｅ"d伽γjα(LINN曲）

ytz皿加畑γ伽e""ｍ(LINNも）

ｙ、“rα”c"ｍ(LINNE）

ｙｉｒｒ０"""se6rae“(LINNも）

ｙ・ ノizjg"γ幽加(SowERBY）

7Ｗαc"α(Cﾙαｍｅ"αcﾙeα)cγＯｃｅａＬＡＭＡＲｃＫ

ＥＣＨＩＮＯＤＥＲＭＡＴＡ

〃"ckiaJaeひjgα'α(LINNE）

Ｃ此"α〃OUaeg邸i"eaeMtjLLERetTRoscHEL

助ﾙ”ｍａｓ"ﾉ叩8"伽"αLAMARcK

助ｈ伽α$"x加加aLtjTKEN

D伽ｅｍａＪ８′0J"”(LEsKE）

乃x妙"β""“'伽伽(LAMARcK）

乃伽β""“ｇγα""α(LINNも）

＆伽ＯｍｅＺｒａｍａ伽ej(BLAINvILLE）

雄/ero""′γ0"Ｊｍａｍｍｊ"αﾉ“(LINNE）

肌,伽γjαα"αJAEGER

H．伽CO叩伽α(BRANDT）

砂"叩ｊａｍα‘"ﾉαｊα(CHAMIssoetEYsENHARDT）

ＡＬＧＡＥ

ＵＩｚＭｚ′〃〃JaKJELLMAN

M0"ｊａｍα‘ｒ叩妙ＪａＡＧＡＲＤＨ

Ｄ物0叩加e血ｃａｚＩ８ｒ""α(FoRssKAL）

ααd”ﾙｺrqlｳJjsZoJ伽g8rjBoERGEsEN

卵,"g，‘ﾉadjαひ“‘ﾙ"jα戒γ”sAREscHouG

Boodjeacoacjα(DIcKIE)MuRRAYetDEToNI

Q)'加妙0"αひα"伽SejSoLMs

BOr"e""αoひα肋ＹＡＭＡＤＡ

伽ﾉ”αzり州α"α､/:ｊ０ｍ‘"‘‘"αＷ､ｖ､ＢｏｓｓＥ
Ｃ．γα〃ｍ”αＷ､ｖ・BossE

Co伽加α伽er87zJ(CABRERA)Ｃ・AGARDH

C．”γｉｃａｊｌｚｍＯＫＡＭｕＲＡ

Ｃｏ妙0,8"jａｓ”0Jα(ROTH)DERBEsetSoLIER

Sa7gα"ｚｚｍｄ叩伽"772Ｊ､AGARDH

GaJajraura血J卿ajaDEcAIsNE

物r城α此ｍｅ"'0sα(WuLFEN)HARvEY

yakushimadakara

okinishi

noshigai

koonikobushi

onikobushi

madaraimogai

sayagataimogai

himejako

aohitode

manjuhitode

udefiJlrikumohitode

akakumohitode

gangaze

rappaunl

shirahigeuni

nagaum
●

palpuunl

kuronamako

nisekuronamako

6ikarinamako

anaaosa

baronia

kikkogusa

midorige

kithunenoo

aomogusa

usugasane

mizutama

kokeiwazuta

surikogizuta

haimiru

mothuremiru

fiJlkuronori

fUtaemoku

garagara

ubugegusa

5５

３０ｃｍでエダミドリイシ此γ”omsp・が群生した場所である．ウモレオウギガニは大部分が

Ａ地点で採集されている．海岸線長約１００ｍの範囲の採集で一度に13個体を得たことがある

が，他の場所ではほとんど獲れず一般に生息密度には粗密の差が大きい．
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蕊議議

ご・、唖達諺酵

Fig.６．ＡｐａｎｏｒａｍｉｃｖｉｅｗｏｆｃｏｒａｌｒｅｅｆａｔＹ６,Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍﾕ．

鑑篭畠鰯鍵蕊羅霧

』

鱗
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Fig.７．ZoJ加"Jac"“.『（LINNt）istakingfbodinthetidelpool（depthabout

l5cm)ofcoralrccf,ａｔＹ６,Ａｍａｍｉ一○shima．
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３．ウモレオウギガニの観察と飼育

本種は昼間の干潮時には岩盤の中または下にひそ

み，いくら探してもみつからないが，夜間大潮干潮時

には岩礁面に出てきて静止しているのがよく見られ

た．水深10-20ｃｍのタイドプールで静かに岩の表面

附着物をむしるようにして摂餌行動をとっている．灯

火で照らしてもほとんど動かず，また逃げ足も早くな

いので一度見つけると大てい捕獲できた．（写真Fig.７

参照)．歩脚の力は相当強く一たん岩にしがみつくと

容易に離せない．とれは飼育中の例であるが，自分の

体の十数倍もある岩石を水槽の中で自由に動かし一夜

の中に水槽内の様相を変えてしまうことがしばしばあ

った．

5７

Ａ：ＺりJ""Sα””s(LINNも）
1968年１１月に笠利町用海岸で採集したウモレオウ

Ｂ：肋”伽β"αsP・
ギガニ６個体（合２．早４）を研究室に持帰り約100 Ｃ：ＰαｸﾉﾙOasp・

日間飼育した．餌はアサリ，魚肉，（アジ)，エビ等をＤ：ｆ卯"‘ａｓP．

与え，いずれもよく摂餌した．昼間は岩のすきまで静止しているが夜間は全部岩の表面部に

出て移動したり，岩を動かしたりしているのが見られた.100日の間１回も脱皮の現象はなか

った．飼育日数を経るに従い甲殻の色彩は紫褐色から次第に腿せて灰褐色に変化したが，こ

の間も摂餌行動は活発で，水槽飼育で見られた食性や運動，環境変化への適応などは他のサ

ンゴ礁カニ類と特に異なる点はないように思われた．水温に対しては敏感で21.5.Ｃでは正

常であったが17.Ｃに下ると摂餌を中止し，中には衰弱死亡するものもあった．

本種の生殖巣は６月から７月にかけて次第に成熟するのが見られ，産卵盛期は８月から９

月と推定される．１１月初旬にも抱卵個体が得られたので産卵終期は比較的おそいのであろ

う．熟卵は黒褐色で卵経は0.41-0.48ｍｍ（平均０．４４ｍｍ)であった．飼育中，１２月に１個

体が水槽内で放卵したことがあるがこれは異常例と思われる．

４．ウモレオウギガニの胃内容物調査

奄美大島で獲れたウモレオウギガニ６個体について胃内容物調査をしたがその結果を

Table4に示した．これによると緑藻類のマユハキモ，ミルの一種，紅藻類のイトグサの一

種,モサヅキの一種,イバラノリの一種，褐藻類のクロガシラの一種，および海綿，サンゴの

細片などが認められたが一般に胃内容物は極めて少ないか或いは空胃のことが多い．動物性

のものが少いがこれは内容物が摂餌の際粉砕されること，および消化速度が速いことなどが

原因かと思われる．なお海藻類の同定にあたっては鹿児島大学水産学部助手糸野洋氏の協

力を得た．記して感謝の意を表する．

５．スベスベマンジュウガニについて

試料として取扱ったのは合計195個体で，その地域毎の採集数はTable5に示した通りで

ある．南は宮古島から北は千葉県館山におよんでおり房総以南の太平洋沿岸の各地にわたっ

ている．奄美大島の笠利町海岸では，Fig.６に示した珊瑚礁海岸のＣ地点で採集しているが

この場所は隣接区域に比べて海岸動物が少なく海藻が少量存するような場所であった．鹿児
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ＭＡＩＮＬＡＮＤＯＦＪＡＰＡＮ

’ 鱗
Ｈ

ｂＧ

ｏ

ｏ

ＫＹＵＳＨＵ
Ｏ

Ｎ

欺旧慕剛
写

Fig.８．Theplaceswhere雌ｒｇａ蜘批ｒｊ血s(LINNE)werecollected．
Ａ：Awa-ShirahamaE：Ｓ唾ａｋｉｌ：Ｔｏｓａ

Ｂ：Moroiso F：Ｏｓｈｉｍａｌｓ． 』：Nagasaki

C；Ｎａｇａｉ Ｇ：Hachijols．Ｋ：Ｋａｍａｅ
Ｄ：Izu-ShirahamaH：Minabe L：Hanaze

｡｡ろ型

Ｍ：Matsugaura
N：Taketomils．



早
３

5９

Jun､15,l967

Nov､２，１９６７

Table４．StomachcontentsofZ0J加雄αβ"“(LINNAEus,1758）

３
３ (Kurogashira）

(Mosazuki）

(Kurogashira）

４
２
１
９
１
２
５
９
３
０
１
１
１
１
２
３
９
５

１

２
１

１
２
３
４
３
２
０
０
９
１
２
４
１
４
５
４
５
５

１

１

２
１
２
４
３

Habitat Date lSexl Stomachcontents (Japaneseｎａｍｅ）

You，Amami-Oshima

You,Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍａ

島県開聞町海岸ではタイドプールや干潮線下の岩盤に生息している．大分県蒲江町ではやや

内湾で枯死サンゴが積み重なる水深３ｍの所に良く見出された．採集したスベスベマンジ１

1９５9９9６

Kyonoura9Amami-Oshima Jun､６，１９６７ 早

地|蕊
地．．{聯幾叫

Aい{鴛鰯州

(Miru）

(Mayuhakimo）

(Shiomidoro）

(Kurogashira）

(Mosazuki）

(Ibaranori）

(Itogusa）

(Ibaranori）

(Itogusa）
Akazaki，Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍａ Jun・’5,1967 ３

Akazaki，Amami-Oshima

You，Ａｍａｍｉ－Ｏｓｈｉｍａ

Awa-Shirahama

Moroiso

Nagai

lzu-Oshima

Hachijols、

Izu-Shirahama

Suzaki

Minabe

Tosa

Nagasaki

Kamae

Hanaze

Mathugaura

Amami-Oshima，Ｙ６

〃 Nase

Miyakols･

Ishigakils・

Taketomils．

Total

７
０
２
５
２
０
５
１
６
１
１
３
０
３
３
１
６
０

１

１
２
１

Female

Nov､２，l967

Nov､２，１９６７

税所・牛尾：南西諸島における有毒ガニの分布と生態に関する研究

Table５．ThecollectednumberoM､此γ伽SintheseashoreofsouthwestJapan．

Numberofspecimens

Ｍａｌｅ

Total

Placeofcatch
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ウガニは頭胸甲長39.7～23.3ｍｍ(平均32.3ｍｍ)，甲巾５６．１～33.9ｍｍ(平均43.8ｍｍ）で

体長は４９．０９－９．９９（平均23.19）であった．1969年６月２日に開聞町で抱卵個体を得たの

で飼育したところ同月５日に卵が卿化した．僻化後１７日間飼育しゾエア幼生３回の脱皮成

長を観察したがこの結果については別の機会に報告したい．ウモレオウギガニと同じく長期

飼育中に体色は槌せて灰褐色に変ったが，大変丈夫で水槽内飼育は極めて容易であった．ス

ベスベマンジュウガニは薩摩半島南部ではイセエビ刺網で容易に採捕できる．漁業者は獲れ

ても利用の途がないので捨てているが有毒であることは知られていない．このような例は太

平洋沿岸各地で通常のことと思われる．ウモレオウギガニに比べると毒性は一般に弱いが強

毒の例もあり，万一，人畜に摂取されると危険である．充分な注意徹底の必要を感じる．

考察

１．毒ガニの存在とその毒性について

南西諸島の漁村では従来より食中毒の原因となるようなカニ類が珊瑚礁に生息しているこ

とを云い伝えている．ごく近年においても時折カニによる食中毒事件が発生していたが何れ

も公式の記録としては残されておらずその実状は明かでなかった．これについて東大水産化

学研究室では約20例のカニ中毒事例を発掘すると共に中毒発生海域で７科72種約1,000個

体のカニを採集し毒性試験を行なった結果，３種の毒ガニの存在が始めて明かにされた．即

ち前述のＺ０ｓ伽sae"”ｓウモレオウギガニ，伽噸α蜘五0河伽スベスベマンジュウガニ，およ

び〃α柳ｏｄｊａｇｒα""J0saヒラアシオウギガニである．（橋本・他1969）

この調査とほぼ時を同じくして鹿児島大学医学部でもカニの毒性調査を行なっているがこ

れによると７種類，即ちＣａ"伽SCO”c”ｓユウモンガニ，Ljo加emc加伽α"αオオベニオウ

ギガニ,Ｅ“α"伽sczsc"恥蝿ＴＡａ伽加p7y沈冗αベニツケガニ，ＴＭａ伽α血"α８，，α加伽ﾉ"α

カノコオウギガニ，Ｅ”伽sca6”c"Jα等が有毒種と判定されている．（森・他1968)．

従来，奄美群島各地で有毒と云われているカニは地域によって多少異なるが主なものはウ

モレオウギガニ，ユウモンガニ，イワオウギガニ，オオアカヒヅメガニ，ケブカガニ等で，

その他，地方名で呼ばれていて種類不詳のもの若干がある．この中，ウモレオウギガニは橋

本・他（1967）により，ユウモンガニは森・他（1968）によって毒性試験の結果それぞれ有

毒とされたのは注目されてよい．

このような毒ガニの云い伝えは奄美地方のみにとどまらない．Holthuis（1968）は世界各

地でこれまでに有毒の嫌疑をかけられているカニ15種を挙げその実態調査の必要を説いてい

るが参考までにその種名を列挙すれば次の通りである．

Ｒａ"伽、伽α，Ｄγ0”戊妙血ｄｏ伽α，伽叩蜘ｊ７01.j伽，Ｚｏ伽"ｓα””s，Ｃａ"伽ｓ郷αc山脇

Cα"伽SCO"汐”"s,Ｅ岬hjase伽α，Ｅ岬伽”or/bJc8”s,Ｌ”〃0z岬獅"ｓＰ伽γ,乃加""s”e妙cγ雌s，

Xtz"zAo’ｗ〃α"〃，Ｃ”djso"αｃαγ"沈工，脈c岬α’ﾉbyﾉ畑，ルァメ伽QPe伽g伽α”s，Ｄα肋秒伽

A0γ流血

以上の中には橋本・他（1967）によって指摘されたZos伽"ｓα‘"”s,加瑚α胸β0が伽,およ

び森・他（1968）によって指摘されたＣａゆ伽SCO””"sが含まれており，奄美大島のみなら

ず他の海域においてもその毒性が問題にされているのは興味深い．Ｅ”伽属の種類は奄美

でもアカメガンと呼ばれ有毒の言伝えがあるが，橋本・他（1969）の毒性試験では一応無毒



１５０

４００

6１

15,000

11,000

とされた．奄美の毒ガニに関する森・他（1968）と橋本・他（1969）の調査結果には差異が

見られるが，これは毒ガニの貯蔵や毒性試験の方法に相違があり同一の比較は困難である．

森・他によると毒性の最も強く現われたＣａ"伽SCO"Ｕ〃"sは，マウス致死量*(換算値)は

１ＭU/９以下と推定される．毒性試験は少量試料による定性的研究であるから有毒種とされ

たものでも食中毒と直接の結びつきはないものと思われる．一方，橋本・他（1968）による

毒性表示は２０ＭU/９以上のものを有毒として扱っており，ウモレオウギガニおよびスベス

ベマンジュウガニの毒性試験結果の一部をここに挙げると次の通りである．

ThedistributionofToxinintheBody(ＭＵ､perｇ）

５
５
５
０

６
４
２
２

Cephalothorax：

Exoskeleton

Muscle

Viscera

Gill

*試料ｌｇに含まれる毒で殺し得る体重２０９のマウスの匹数をマウス単位（ＭＵ）としてある．

Z､伽Sae"e“(LINNも)＊

Wholebody

Exoskeleton：

Walkinglegs

Chelae

Cephalothorax

Muscle：

Walkinglegs

Chelae

Cephalothorax

４thWalkinglegs

（left）

Cartilage

Viscera

Gill

Eyesandeyestalks

肋噌伽此γ伽‘(LINNも)*＊

Appendages：

Exoskeleton

Muscle

3,500

税所・牛尾：南西諸島における有毒ガニの分布と生態に関する研究

この数字からみるとこの両種は明らかに人畜に対して危険または有害であると思われる．一

方ウモレオウギガニの毒性は個体差が著しい他に地域的差違もかなり見られるようであ

る．Holthuis（1968）はＺ０ｓ航"sae"”ｓがサモア島やギルバート諸島，クックアイランド島

では有毒と信ぜられているが，一方ツアモツ諸島では食用として通常利用されている例を述

べている．橋本（1969）によるとフイジー諸島でＺ０ｓ加泌sα””ｓによる中毒事件が発生して

いるが，その島に近いニューヘプリデス島ではこのカニが普通に食用に供されている事例も

あるという．同様に奄美群島内でもこれまでの毒性試験の結果では名瀬市近郊京ノ浦附近の

ものが毒性強く，笠利町用附近のものがこれにつぎ，徳之島亀徳附近のＺりs加泌ｓは比較的弱

毒という一般的傾向がある由である．

今までのところ，奄美地方における食中毒原因の毒ガニはほとんどウモレオウギガニによ

るものと考えられる．大きなものでは甲長５．７ｃｍ，甲巾８．３ｃｍ,体重１６０９もあり，珊瑚礁に

おける漁獲物としては形も大きく，一見して食用の対象とされ易い．漁民は疑がわしいカニ

は警戒して食べないか，或いは古老や経験者から毒の有無の判定をしてもらうが，時にはそ
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の判断が適切でない場合も起り得る．カニによる中毒を未然に防ぐためには漁民に毒ガニの

存在と識別方法を充分周知せしめる必要がある．

２．毒ガニの分布範囲およびカニ毒の来源などについて

有毒のカニが本邦近海でどのような分布状態を示すかの調査は水産の面から見ても必要と

思われる．ウモレオウギガニはインド洋，太平洋の熱帯域に広く分布する種類で，日本近海

では台湾，宮古島，石垣島，沖縄本島から奄美大島に及んでいるが，ここで分布が途切れて

これより北側の屋久島・種子島・九州本土からはこれまで採集された記録がない．採集され

た北限は八丈島（酒井，1939）や伊豆大島(鈴木・倉田，1967)までであるが本州太平洋沿岸

域では採集されていないようである．Zos伽ｓα””ｓの北方分布を制約する環境要因の一つ

としてまず冬季の最低水温が考えられる．冬期２月の表面水温分布を見ると緯度的に高い八

丈島近海は黒潮の影響もあって１７｡Ｃ前後を示し，これは九州南部とほぼ等しい．屋久島，

種子島近海は１９ｏＣ前後で八丈島より高めで水温の点ではこの附近もＺりS伽“の生息可能範

囲と考えられる．この他，ZOs加"ｓは珊瑚礁の発達した海岸に多い点からみて，その生活は

珊瑚礁生物と密接な関係があるかも知れない．屋久島・種子島から九州南部，四国南部，和

歌山県沿岸などには小規模ながら石珊瑚の発達が見られるのでその点では生息し得ることに

なる．しかし奄美大島から距離的に近い種子島・屋久島以北に助s伽ｓが見出されぬのはこ

の間を強力な黒潮主流が横切っているからではなかろうか．浅い岩礁地の生活者である

Z0s加"ｓは奄美群島以南では島づたいにある程度の連続性を獲得できたとしても，このトカ

ラ海峡において北への分布を妨げられ隔離されているように思われる．屋久島・種子島。お

よびトカラ諸島におけるＺり伽泌ｓの調査は未だ充分ではない．しかしもし存在するとしても

上記の理由でその数量は極めて少いものであろう．

Holthuis（1968）や橋本・他（1967,1968）によるとZos加"ｓや血βγgzz胸の毒性はそれ

ぞれ常に顕在するものでなくて同じ地域環境で生活している同種のカニでも著しい個体差が

見られる．この点，Ciguatera毒の出現状況と似た点がある．奄美群島内でも産地によって

毒性が多少異なり，名瀬市近郊京ノ浦附近のもが最も強く，笠利町用海岸のものがこれに次

ぎ，徳之島亀徳附近のものは比較的弱毒であることは前述した通りである．これらのカニ毒

の来源を知ることは興味あるがまた極めて困難な課題でもある．シガテラ毒の出現と同様顕

著な地域性と個体差が認められるので，毒はカニ自身がつくるいわゆる内因性のものでなく

てむしろ外因性によるものと思考される．天然の餌料となるものの中にそれが含まれている

可能性もあるのでウモレオウギガニの胃内容物調査も少数試みたが，疑しいものはまだ見出

されていない．胃内容物には海藻類がよく残存しており，緑藻類のマユハキモ，ミルの一種，

紅藻類のイトグサの一種，モサヅキの一種，イバラノリの一種，褐藻類のクロガシラ等で占

められているがこの中にはカニ毒と関連あるものはない．シガテラ毒の場合，藍藻類特に

＆城ozhγ趣属，Ｌｙ"g6ya属の種類が毒源として疑われているがこれらも胃内容物からは見出

されていない．橋本らの最近の研究によると珊瑚礁に多いイワスナギンチヤクＢz恥ﾙ0α

跡6e7wzJ0saから強い毒‘性が検出されている．そしてCiguatera毒魚であるソウシハギの胃内

容物にはこのHzIyｵﾙ0αが多く見出され，ソウシハギの毒性はこのＲz城ﾙ0αに由来する可能性

の強いことを述べている．ウモレオウギガニの毒成分はサキシトキシン（まひ性貝毒）であ

ることがほぼ確かめられているが，これは従来プランクトンの一種Ｇ州“加属によって生
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産され，これを摂取した二枚貝が体内に蓄積することが判明している．しかし奄美近海の珊

瑚礁周辺でこのような赤潮プランクトンの発生は未だ観察されていない．カニ毒の場合シガ

テラ毒とは多少異るが毒の来源としては矢張り食物連鎖関係が重要で，毒ガニ生息域周辺の

海藻類，練皮動物，腔腸動物，二枚貝その他のあらゆる珊瑚礁生物がその対象として考えら

れるので目下その方面についての調査を進めている．
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