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要 旨 調査船淡青丸による 2 航海のドレッジ調査により，伊豆七島三宅島沖の水深 76~172 m の下部浅海

帯の礫底・粗粒砂底から 13 種のイモガイ科貝類が採集された．このうち，サザンカイモ，ベンテンイモ，ア

サナギミナシの 3 種は， これまで紀伊半島を北限としており．北限が新たに三宅島沖となった． ハルシャガ

イ， サヤガタイモおよびベッコウイモガイ？は近接した海面下の瀬では報告がなく， 潮下帯に生息する種で

あるが，下部浅海帯へ落ち込んだことを確認した．オカモトイモやペンテンイモなどのほとんどの種では，サ

イズの小型化の現象がみられた． 破損死殻の状態や推定サイズから， カ二類の捕食が比較的高頻度で生じて

いることとその捕食の成功率の高いことを，下部浅海帯のイモガイ科において初めて示した．

キーワード：イモガイ科，三宅島小型化，下部浅海階，イモガイの捕食者

伊豆七島近海の下部浅海帯や漸深海帯の貝類につい

ては，海面下の水深約 100~150 m の下部浅海帯に存

在する高瀬・瓢籠瀬・銭州・黒瀬などの瀬からの報告

が多数ある (Okutani, 1963, 1972, 1975, 1985; 土

田・池辺， 1990, 1991; 土田ほか， 1993). 三宅島は伊

豆大島より南に 90km, 一番近い御蔵島より北へ 20

km の場所に位置する．三宅島の東沖合の水深 700 m 

以深の漸深海帯の貝類については， Okutani (1964, 

1968) が報告しているが，下部浅海帯の貝類相につい

ては，これまで全く報告がない．

筆者らは 1989 年と 1992 年に東京大学海洋研究所

の淡青丸の 2 回の調査航海 (KT-89-6, KT-92-11 次航

海）によって，三宅島沖海域でドレッジにより貝類相

の調査を行った．その結果，多数の貝類を得ることが

できた．今回はそのなかより，熱帯や亜熱帯に分布す

るイモガイ科貝類について，三宅島沖で確認した種と

その地理的分布について報告する． また，成貝のサイ

ズとイモガイ科の捕食者についても議論する．

調査地および方法

今回の調査は三宅島の北沖で 1 地点，東沖で 6 地点

の計 7 地点の下部浅海帯でおこなった (Fig. 1). この

海域は，島から水深 400m 程度まで狭く，それから沖

へはなだらかな漸深海帯に移行する．それぞれの調査

地点は急傾斜の斜面に位置している．各調査地点の詳

細を Table I に示した．水深は 76~172 m の範囲で，

その底質は粗粒砂・礫・岩よりなっている．

調査には， 海洋研究所型生物用ドレッジ (ORI ド

レッジ；間口 1 m, 内張網目 5mm) を使用し，ドレッ

ジが海底に着底後約 10 分間曳網した． ドレッジで得

られた堆積物は， 船上で 4mm あるいは 1mm の

メッシュでふるい，その中から主に完全な個体を船上

および研究室にて抽出した．また KT-92-11 次航海に

おいては，捕食を受けた状態を調べるために，完全な

個体のみならず破片も同時に取りだした．

また三宅島沖の個体と黒潮流域の同種のサイズを，

以下に示す千葉県立中央博物館所蔵の二宮貝類コレク

ションの標本と比較した．サザンカイモ：紀伊半島 2

exs. ZM-2003, 2004, lex. ZM-8068; オカモトイモ：

相模湾および伊豆半島 2exs. ZM-8069, 8070, lex. 

ZM-8071, 5exs. ZM-8073, 紀伊半島 3exs. ZM-8072, 

6exs. ZM-807 4, 4exs. ZM-8075, 種子島 2exs. ZM-

8076; ベンテンイモ：フィリビン 2exs. ZM-748, 749; 

クサズリイモ：種子島 3exs. ZM-684-686, フィリビン

2exs. ZM-682, 683; オトヒメイモ：紀伊半島 2exs.

ZM-757, 758; アサナギミナシ：紀伊半島 lex. ZM-

2041, 沖縄 lex. ZM-8066; メメイモ：紀伊半島 lex.

ZM-2019, 2exs. ZM-8063, 8064, フィリピン 2exs.

ZM-8065, lex. ZM-8067. 

結果

L 採集された種のリスト

今回採集されたイモガイ科の種を以下にリストとし

て掲げる．おもな種を Fig. 2 に示した. ZM を付けた

番号は， CBM-ZM の略号で，千葉県立中央博物館の登

録番号であり， ORI は東京大学海洋研究所の略号であ

る.H は殻高， SD は螺層部径を示し，単位は mm で

ある．また［ ］内は，破損死殻の推定サイズである．

-97-



土田英治・黒住耐二

Family Conidae イモガイ科

Genus Conus イモガイ属

Subgenus Lithoconus アンボンクロザメ亜属

1. C. (L.) tessulatus Born ハルシャガイ

lex. (KT-89-6, ME-7; ZM-104713; 死殻； H42.55X 

SD24.35) 

Subgenus Vi汀oconus マダライモ亜属

2. C. (Vふfulgetrum Sowerby サヤガタイモ

lex. (KT-92-11, ME-5; ZM-104692; 死殻； Hl8.15 

XSDl 1.15) 

Subgenus Chelyconus ベッコウイモ亜属

34'10'N 

I 

` ̀ ̀ --~ ~"' 

Fig. 1. Dredging stations off Miyake-Sima 
Island, Izu-Shichito Islands. 

3. C. (C.) fulmen Reeve? ベッコウイモ？

lex. (KT-92-11, ME-7; ZM-104700; 幼貝；死殻； H 

13.10 XSD5.85) 

Subgenus Rhizoconus カバミナシ亜属

4. C. (R.) sazanka Shikama サザンカイモ (Fig. 2-1) 

lex. (KT-89-6, ME-5; ZM-104703; 体層部破片）； 2 

exs. (KT-86-6, ME-7; ZM-104704 & ORI coll.; 生貝

＆死殻； H26.90 x SDI 5.80 & Hl 9.10 X SDI 0.40) ; 

lex. (KT-92-11, ME-5; ORI coll.; 生貝； Hl3.70XSD 

7.60); lex. (KT-92-11, ME-7; ZM-104695; 螺層部；

SD12.65) 

5. C. (R.) okamotoi Kuroda & Ito オカモトイモ

(Fig. 2-2) 

lex. (KT-92-11, ME-5; ZM-104705; 死殻； H20.30 

xSDI 1.90); 2exs. (KT-92-11, ME-7; ZM-104696; 体

層部破片と下端部破片； [H22.5]) 

6. C. (R.) capitanellus Fulton ユウナギミナシ

lex. (KT-92-11, ME-5; ZM-104693; 幼貝；死殻； H 

8.25 XSD4.35) 

Subgenus Texilia ナツメイモ亜属

7. C. (T.) dusaveli (H. Adams) ベンテンイモ (Fig.

2-4) 

lex. (KT-89-6, ME-5; ZM-104707; 死殻； H43.20X 

SDI9.00) 

Subgenus Asprella キジビキイモ亜属

8. C. (A.) kuroharai (Habe) グサズリイモ

lex. (KT-89-6, ME-7; ZM-104702; 螺層部； SD 

19.70+a) 

Subgenus Endemoconus アコメガイ亜属

Table 1. Dredging stations off Miyake-Shima by R/V Tansei-Maru (KT-89-6 and KT-92-11 cruises). 

Position 
Station Date & Time 

N. lat. E. long. Depth (m) Sediment 

KT-89-6 cruise 

ME-1 (A) 
19 May, 1989 34ー08. 60' 139ー28. 90' 

127-152 
gravels & 

12:51-12:59 34ー09. 00' 139ー28. 78' rocks 

ME-5(E) 
19 May, 1989 34ー05. 10' 139ー35. 30' 

100-122 
coarse sands 

11 :35-11:45 34ー05. 00' 139ー35. 40' & gravels 

ME-7 (C) 
19 May, 1989 34ー05. 36' 139ー35. 60' 

162-172 
coarse sands 

11:03-11:13 34゜ 05. 18' 139ー35. 67' & gravels 
KT-92-11 cruise 

ME-4(D) 
29 July, 1992 34ー05. 76' 139ー35. 18' 

76-84 
coarse sands 

11 : 12-11 : 24 34ー05. 26' 139ー35. 11' & gravels 

ME-5(B) 
29 July, 1992 34ー05. 45' 139ー35. 31' 

94-130 
coarse sands 

11:40-11:50 34ー05. 61' 139ー35. 42' & gravels 

ME-7 (F) 
29 July, 1992 34ー05. 27' 139ー35. 44' 

139-148 
coarse sands 

12: 05-12: 22 34ー05. 28' 139ー35. 50' & gravels 
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三宅島沖のイモガイ類

Fig. 2. Conid gastropods collected off Miyake-Sima Island. 1. Conus (Rhizoconus) sazanka Shikama 
(ZM-104704); 2. C. (R.) okamotoi Kuroda & Ito (ZM-104705); 3. C. (Endemoconus) otohimeae Kuroda & 

Ito (ZM-104706); 4. C. (Texilia) dusaveli (H. Adams) (ZM-104707); 5. C. (E.) ioe Fulton (ZM-104712); 6. C. 

(E.) articulatus Sowerby (ZM-104708); 7, 8. C. (E.) kimioi (Habe) (7, ZM-104709; 8, ORI coll.); 9. C. (E.) 

memiae (Habe & Kosuge) (ZM-104711). 

9. C. (E.) ioe Fulton イナズマアコメガイ (Fig. 2-5) 

lex. (KT-89-6, ME-5; ZM-104712; 幼貝；死殻； H 

14.20 x SD7.30) 

10. C. (E.) otohimeae Kuroda & Ito オトヒメイモ

(Fig. 2-3) 

lex. (KT-89-6, ME-5; ZM-104706; 死殻； H24.20X 

SD12.10); lex. (KT-92-11, ME-4; ZM-104691; 螺層

部破片） [Hl 3.0]); 3exs. (KT-92-11, ME-7; ORI coll. & 

ZM-104697; 生貝，体層部破片と下端部破片） Hl8.20 

xSD8.80 & [Hl3.0]);? lex. (KT-92-11, ME-7; ZM-

104698; 螺層部破片）

備考：？を付した ZM-104698 の破片は， 本種と考え

られるが，他種の可能性もある ．

11. C. (E.) articulatus Sowerby アサナギミナシ

(Fig. 2-6) 

lex. (KT-89-6, ME-5; ZM-104708; 死殻； Hl4.50X 
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Table 2. Distributions of conid shell species off Miyake-Shima and neighboring areas based on the recent records. 

Off Choshi 
(Watanabe, 

1988) 

South edge of 

Boso Peni. 
(Horikoshi, 

1990) 

Sagami Bay 

(Kuroda et al., 
1971; Ninomiya, 

1987) 

Takase 

(Okutani, 
1972) 

Hyotanse 

(Okutani, 
1972) 

Off Miyake 
Zenisu 

(Okutani, 1972; 
Kurose 

present 
Tsuchida and 

(Okutani 

study 
Ikebe, 1991) 

1975) 

Kii Peninsula 
(Koyama, 

1993) 

C. (Conasprella) ichinoseana 

C. (Asprella) orbignyi 

C. (Conasprella) cancellatus 
C. (Endemo.) sieboldi 

C. (Profundi.) profundorum 
C. (Chely.) fulmen* 
C. (Stephano.) paupercurus* 

C. (Virro.) fulgetrum* 
C. (Litho.) tessulatus* 
C. (Parvi.) tuberculosus 
C. (Rhizo.) lischkeana 
C. (Profundi.) ikedai 
C. (Endemo.) ioe 
C. (Rhizo.) okamotoi 
C. (Conasprella) praecel細s

C. (Rhizo.) capitanellus 
C. (Endemo.) hirasei 

C. (Asprella) kuroharai 
C. (Flora.) kinoshitai 

C. (Endemo.) memiae 

C. (Endemo.) otohimeae 
C. (Texilia) dusaveli 

C. (Endemo.) articulatus 

C. (Rhizo.) sazanka 

C. (Endemo.) kimioi 
C. (Asprella) comatosa 

C. (Conasprella) gratocapii 

C. (Profundi.) scopulicola 
C. (Tarante.) chiangi 

C. (Endemo.) rogmartini 
C. (Vi汀o.) sp. 

Asterisk indicates sublittoral fringe species. 

+++++ 
+
+
+
+
 

+
+
+
+
 

？
・+

+

+

 +
+
+
 

++++++ 

+++++++ 

|
l
o
o
ー

+
+
+
 

+ +
+
 +

+
 

+
+
+
 

+

+

+

 

+

+

 

+++++++ 
+

+

+

 

++++++++++++++ 

廿
田
湘
呼
・
獨
序
壁

I

+
+
+
 

+
+
 

+++++++ 

++++++ 

+ 



三宅島沖のイモガイ類

Table 3. Comparisons of adult shell size off Miyake-Shima and that of other Kuroshio current regions. 

Off Miyake 
Sagami Bay 

and Izu Peni. 
Kii Peni. 

Off Tanega・

shima 
Okinawa Philippines 

Shell Height (mm) 
C. (Rhizo.) sazanka 

C. (Rhizo.) okamotoi 
C. (Texilia) dusaveli 
C. (Asprella) kuroharai 

C. (Endemo.) otohimeae 

C. (Endemo.) articulatus 

C. (Endemo.) memiae 
Spiral Breadth (mm) 

C. (Rhizo.) sazanka 

C. (Rhizo.) okamotoi 
C. (Texilia) dusaveli 
C. (Asprella) kuroharai 
C. (Endemo.) otohimeae 

C. (Endemo.) articulatus 
C. (Endemo.) memiae 

19.90 (9) 

20.15 (2) 

43.20 (1) 

15.05 (4) 

14.50 (1) 

18.20 (1) 

10.45 (4) 

11.09 (2) 

19.00 (1) 

19.70+a (1) 

10.40 (2) 

7.70 (1) 
8.80 (1) 

42.96 (8) 

24.23 (8) 

33.85 (3) 

39.70 (13) 

29.13 (2) 

25.80 (1) 

29.38 (3) 

18.07 (3) 

21.75 (13) 

36.88 (2) 

50.73 (3) 

78.60 (2) 

53.01 (2) 

20.30 (1) 

19.58 (3) 

19.75 (2) 

21.50 (3) 

22.15 (2) 

24.63 (2) 

14.68 (2) 

13.60 (1) 
15.23 (3) 

10.50 (1) 
10.17(3) 

Numbers in parentheses indicate numbers of specimens examined. 

Table 4. Conditions of specimens obtained 

during KT-92-11 cruise. 

Station ME-4 ME-5 ME-7 

Live 

Dead 
Fragment spiral 

body whole 

lower edge 

ー

1
2
3
2

4

2

o

l

o

 

o

o

l

o

o

 

SD7.70); ? lex. (KT-92-11; ME-7; ZM-104699; 幼

貝；死殻； H6.25 x SD4.20) 

備考：？を付した ZM-104699 の破片は，本種と考え

られるが．他種の可能性もある．
12. C. (E.) kimioi (Habe) レンガマキイモ (Fig. 2-7, 

8) 

lex. (KT-89-6, ME-1; ORI coll.; 死殻； Hl2.70XSD 

5.90) ; 3exs. (KT-89-6, ME-7; ZM-104710 & ORI 

coll.; 死殻； Hl5.50XSD7.50, Hl4.80XSD6.70 & H 

14.10XSD6.20); 3exs. (KT-92-11, ME-5; ZM-

104709 & ORI coll.; 生貝； H19.10 xSD9.20, Hl8.10 

xSD8.40 & Hl 7.40 XSDS.30), 

13. C. (E.) memiae (Habe & Kosuge) メメイモ (Fig.

2-9) 

lex. (KT-89-6, ME-7; ZM-104711; 生貝； Hl8.20 

xSDS.80);? lex. (KT-92-ll,ME-7;ZM-104701;{本

層部破片）

備考：？を付した ZM-104701 の破片は，本種と考え

られるが，他種の可能性もある．

14. C. sp. (subgenus Undetermined) 

lex. (KT-92-11, ME-5; ZM-104694; 摩滅した体層

部破片）

2. 採集個体のサイス→

今回の調査によって三宅島沖から得られた各種の成

貝サイズを Table 3 に示した．明らかに幼貝である個
体は除いた．ベンテンイモの殻高は 43mm であり，

螺層部径から推測されるクサズリイモの殻高は 50

mm で大型であるが，他の種については採集された個

体は殻高 30mm 以下の小型であった．

3. 捕食痕を有する死殻

Table 4 には，堆積物から抽出した破片を含めた採
集個体の状態を示した．生貝および死殻の完全な個体
は ME-5 に多く，他方 ME-7 では貝の破片が多かっ

た．未同定の一種 (ZM-104694) を除き，これらの破片
はいずれも新鮮で，水磨を受けておらず， コケム、ンな

どの付着も認められなかった． このことは，その場で
捕食されたことを意味する．その部位とサイズから，

破片はすべて別々の個体に由来していた．

貝の破片は，螺層部・体層部・下端部がほぼ同程度
の頻度で得られた．また完全な個体には，イナズマア

コメガイ (ZM-104712, Fig. 2-5) の幼貝を除いて，捕

食を受けた後の修復痕は認められなかった. KT-89-6 

次航海の個体においても，修復痕を有するものはな

かった．

考 察

今回のドレッジ調査によって採集されたイモガイ科

貝類は 13 種であった． ドレッジ調査の採集効率など
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土田英治・黒住耐二

により，この結果が本地域のファウナの全体ではない

ことは容易に想定される．たとえば同様なドレッジ調

査によって, Okutani (1972) は銭州から 8 種を報告

したが，土田・池辺 (1991) は， この 8 種のうち 4 種

を再採集し．さらに 5 種を追加した．このように，す

べてを採集できない調査手法上の問題点を含んではい

るものの，種の分布様式やサイズ・捕食パターンにつ

いては検討できるものと考えられる．

Table 2 に．三宅島を中心とした黒潮流域における

イモガイ科の分布記録をまとめた．従来の分布範囲を

越えて確認された種は，紀伊半島を北限としていたサ

ザンカイモ． ベンテンイモおよびアサナギミナ・ンの 3

種であった．伊豆諸島近海の瀬から報告のあるツムイ

モ，サメハダオトヒメイモおよびマィヒメイモ (Table

2) も紀伊半島から報告がなく（小山, 1993), 前種は

奄美諸島以南に，後 2 種はフィリビンに生息している

(Okutani, 1972; Sprigsteen and Leobrera, 1986). こ

れらの種の幼生は，紀伊半島などのメインランド沿岸

域には分散しにくく，黒潮の直接流路となっている本

地域に到達できたものと考えられる． ヒナイモはメイ

ンランドの陸棚からは報告されていない（黒田ほか，

1971; Okutani and Matsukuma, 1982; 渡辺， 1988).

また銭洲では多数の個体が確認されているにもかかわ

らず（土田・池辺， 1991), 今回三宅島沖では確認さ

れなかったことから．陸棚的な環境には少なく， Oku

tani (1972) の指摘どおり瀬に依存する傾向が強い本

地域の固有種であると考えられる．ただし，土田・池

辺 (1991) は，本種を伊豆大島南方の陸棚から報告し

ており．必ずしも瀬に限定して生息しているわけでは

ない． ミウライモは, Okutani and Matsukuma 

(1982) が示唆したように，メインランドの陸棚に限定

して生息し．今回この種は三宅島沖から確認されな

かったことより，伊豆諸島の瀬などには分布しないと

考えられる．

今回の調査では，潮下帯に生息の中心をもつハル

シャガイ，サヤガタイモおよびベッコウイモガイ（幼

貝）？の死殻が採集された． これらの種は潮下帯から

下部浅海帯へ落ち込んだと考えられる． このことは，

サヤガタイモとベッコウイモ？の死殻が摩滅していた

ことからも裏付けられる．

銚子沖から相模湾にかけて分布するリュウオウイモ

などの種の多くが．瀬および三宅島沖から欠落してい

る (Table 2). この欠落した種の生息場所は砂底ある

いは砂泥底である （黒田ほか， 1971; 肥後・後藤．

1992). たとえば Okutani (1968) は．八丈島沖の漸深

海帯の砂泥底からヨモスガライモとイナズマアコメを

報告している．今回の調査地点および伊豆諸島の瀬の

底質は粗粒砂・礫あるいは岩からなるので， これらの

種の定着は生じにくいものと考えられる．

三宅島沖から得られた各種の成貝サイズを，黒潮流

域のメインランドの下部浅海帯から採集された同種の

成貝サイズと比較して Table 3 に示した．この結果か

ら，いずれの種においても本地域の成貝サイズは小型

であることが示される．特にオカモトイモとベンテン

イモは．比較した他の地域の成貝サイズの約 2/3 程度

のサイズであった． しかし．今回の調査ではサンプル

に成長途中の成貝が含まれており，その結果としてサ

イズの過小評価が生じている可能性も考えられる． こ

のような小型化の現象は， Parker and Carrury 

(1956) や Okutani (1972) により，メインランドに近

接した瀬のオキナエビスガイ類においても報告されて

いる． したがって，島嶼の三宅島沖の下部浅海帯とメ

インランドに近接した瀬の下部浅海帯において，貝類

を小型化させる共通の要因があると考えられる．その

要因については．餌の供給量や種間関係などが挙げら

れるであろうが，今後の研究に待ちたい．

これまでに，下部浅海帯でのイモガイ科の被捕食パ

ターンの調査結果は報告されていなかった．各地点に

おける標本の状態を Table 4 に示した. ME-7 では．

破片 7 個体に対して完全な死殻は 1 個体のみである

ことなどから，捕食率は著しく高いと考えられる． こ

の地域では小型個体が多いことから (Table 3), 被捕

食殻は小型のものに偏っているが，大型のクサズリイ

モでも捕食を受けた螺層部の破片が得られており，捕

食はサイズと関係がないようである．

今回の破片は，螺層部と体層部に分かれており．体

層上部で上下に二分するかたちで捕食されたものであ

る． この被捕食パターンは，浅海性イモガイを含んだ

巻貝類の被捕食パターンの解析結果 (Vermeij, 1976, 

1977, 1978) から，力ニ類によるものと考えられる．

三宅島沖の完全な個体では，修復痕が少ないことによ

り．本海域においては力ニ類の捕食成功率は高いと考

えられる．
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Conid Gastropods Collected off Miyakeｭ
Shima Island, Izu-Shichito Islands, 

by R/V Tansei-Maru 
(Gastropoda: Conidae) 

Eiji Tsuchida11 and Taiji Kurozumi21 

11 Ocean Reseach Institute, University of Tokyo 

1-15-1 Minamidai, Nakano-ku, 

Tokyo 164, Japan 

21 Natural History Museum and Institute, Chiba 

955-2 Aoba-cho, Chuo-ku, Chiba 260, Japan 

Thirteen conid gastropods are collected from 

gravel and coarse sandy bottom at lower subtidal 

zone (76 to 172 m) off Miyake-Shima Island, Izuｭ

Shichito Islands, by dredge survey during two 

cruises of R/V Tansei-Maru. C. (Rhizoconus) sazｭ

anka, C. (Texitlia) dusaveli and C. (Endemoconus) 

articulatus extend northern limits of their disｭ

tirbutional ranges from Kii peninsula to this 
region. Dead speciemens of three subtidal dwellｭ

ing species, C. (Lithoconus) tessulatus, C. (Virrocoｭ

nus) fulgetrum and C. (Chelyconus) fulmen? are 

collected but not reported from neighboring subｭ

marine banks. This means that the three species 

are probably fallen from subtidal after death. 

Almost all species have smaller adult size than that 
in mainland populations.This tendency is especialｭ

ly clear in C. (Rhizoconus) okamotoi and C. (T.) 

dusaveli. Based on the pattern of dead shell fragｭ

ments and frequencies of repaired injury, it is 

shown that predation of conid shells by crabs freｭ

quently occurs and may succeed to high degree in 
this region. This result of predation is first reｭ

corded from the lower subtidal zone. 
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