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サバ亜目 4種の種間比較から明らかになったタチウオ側線鱗における形態的特徴

岡本泰河 1,2・佐々木邦夫 2・冨山　毅 1

The morphology of the lateral line scales of the cutlassfish 
Trichiurus japonicus was examined, and compared with that of 
the other three scomboroids (black snoek Thyrsitoides marleyi in 
Gempylidae, and chub mackerel Scomber japonicus and bullet 
tuna Auxis rochei rochei in Scombridae). The lateral line scales 
of the chub mackerel and the bullet tuna were scale-like, where-
as those of the cutlassfish and the black snoek were tubular. Each 
lateral line scale of the cutlassfish had dorsally and/or ventrally 
oriented tubes being associated with the pore of the lateral line. 
In particular, central part of the body, the tubes were developed 
in both dorsal and ventral directions. The presence of the ven-
trally and dorsally oriented tubes is unique to this species with 
in the four species examined, and may be related to the head-up 
swimming posture of this species.
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 Abstract

側線系はすべての魚類と水生両生類に特有の感覚器で

あり，水流を探知することによって，摂餌や遊泳，回遊

およびコミュニケーション行動等に重要な役割を果たす

（Webb, 2014）．魚類がさらされる水流への適応は種によっ

て異なり，側線系の形態的特徴に影響を与えると考えら

れているが，その詳細には不明な部分が多い（Mogdans, 

2019）．また，側線系は科内での系統関係を理解する上で

重要な情報を与える（例えば，カレイ目の各科内の関係；

Voronina et al., 2021）一方，分類的に近縁な種間でも形態

的に異なる場合もある（Voronina and Hughes, 2018）．

サバ亜目は，タチウオ科，クロタチカマス科，サバ科

の 3科で構成される（Nelson et al., 2016）．サバ亜目魚類

には水産重要種が多く含まれているが，サバ亜目の側線系

に関する研究は極めて乏しく，サバ科魚類の複数種の状態

が報告されているのみである（例えば，Allis, 1903; Deng 

and Zhan, 1986; Ghysen et al., 2010; Nakae et al., 2013）．タチ

ウオ科魚類は水面に対して体を水平方向に向けて泳ぐが，

体を垂直方向に向けて泳ぐこともある（Kawamura and 

Ohashi, 1988; Tomiyasu et al., 2016）．このような遊泳方法は，

他の 2科とは異なり，タチウオ科に特有である．したがっ

て，タチウオ科の側線系は，他の 2科のサバ亜目の魚類と

は形態的に異なる可能性がある．本研究ではタチウオ科タ

チウオ Trichiurus japonicusの側線鱗を詳細に観察し，サバ

亜目の他の 2科の側線鱗と比較した．

材料と方法
本研究では高知大学理工学部海洋生物学研究室（BSKU）

に所蔵されているタチウオ（n = 6，全長 452.8–844.4 mm，

高知県沖産），サバ科マサバ Scomber japonicus（n = 1，標

準体長 222.5 mm，青森県沖産）とマルソウダ Auxis rochei 

rochei（n = 7，標準体長 200.4–284.7 mm，高知県沖産），お

よびクロタチカマス科ナガタチカマス Thyrsitoides marleyi

（n = 1，標準体長 603.2 mm，高知県沖産）の各標本を用いた．

標本はすべて 10%ホルマリンで固定後に 70%エタノール

で保存されている．各標本の側線鱗をサイアニンブルーと

アリザリンレッド Sで染色し，実体顕微鏡または目視で

観察した．用語は Sato et al. (2017)と Voronina and Hughes 

(2018)に従った．

結　　果
タチウオの側線（本研究では側線鱗で形成される体部

の側線管に限る）は，体側やや背側から胸鰭の内側を下り，

腹側に達し，尾部側の後端まで伸びていた．側線鱗はすべ

て管状であり，177–188枚（6個体）あった．側線鱗は形

態によって 3タイプに分類できた．側線前方部の側線鱗で

は，先端に 1つの孔を持つ小管（tube）が 1–2本あり，側

線管の背面からのみ背側に伸びていた（Figs. 1A, 2A）．側

線中央部の側線鱗では，同様の小管が背側へ 1–3本および
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腹側へ 1–2本，それぞれ伸びていた（Figs. 1B, 2B）．側線

後方部の側線鱗では，同様の小管 1–4本が腹側に伸びてい

た（Figs. 1C, 2C）．小管の長さは，中央部に向かうほど長

い傾向にあった．これら 3タイプの側線鱗が存在する部位

によって，タチウオの側線は前方部，中央部，後方部に

分けられ，側線管の全長に対する割合はそれぞれ 7.7％，

20.1％，72.2％であった（1個体，BSKU 90266に基づく）（Fig. 

1D）．なお，体側鱗は存在しなかった（Table 1）．

ナガタチカマスの側線は背鰭第 4棘基部下方付近で背

側と腹側に二叉し，背側は第 1背鰭の第 16棘を越えたと

ころまで，腹側は腹鰭まで伸びていた（Fig. 3A）．側線鱗は，

すべて管状であり，頭部側から 31枚目で背側と腹側に分

岐し，背側で 258枚，腹側で 317枚（31 + 317 = 348枚）あっ

た．側線鱗には小管が存在しなかった（Table 1; Fig. 3B, C）．

体部には側線鱗のほかに体側鱗も存在していた（Table 1; 

Fig. 3B, C）．

マサバの側線はやや背側にて直線状に伸長していた

（Fig. 4A）．側線鱗は 214枚であった．すべての側線鱗に

は側線管の側方から尾部側へ伸びる小管（先端に 1つの孔

がある）が 1本あった（Fig. 4B）．また，体部には側線鱗

のほかに体側鱗が存在していた（Table 1; Fig. 4B）．

マルソウダ（Fig. 5A）の側線はやや背側から中央にか

Fig. 1. Three different types of lateral line scales (A–C) and lateral line (D) in Trichiurus japonicus. (A) lateral line scales with 1 or 2 
dorsally orienting tubes (located on anterior part of body), (B) scales with 1 or 2 dorsally and 1 or 2 ventrally orienting tubes (on 
central part of body), and (C) scales with 1 or 2 ventrally orienting tubes (on posterior part of body). (D) three types of scales on 
anterior (A), central (B), and posterior (C) parts of lateral line covering 7.7%, 20.1%, and 72.2% of entire length of lateral line (based 
on BSKU 90266).

Table 1. Summary of characteristics of the lateral line scales in four scomboroids

Trichiurus japonicus Thyrsitoides marleyi Scomber japonicus Auxis rochei rochei
Number of lateral line scales 178–188 (n = 6) 348 (n = 1) 214 (n = 1) 244–249 (n = 7)
Shape of lateral line scale Tubular Tubular Scaly Scaly
Tubes Present Absent Present Present
Direction of tubes Dorsal or ventral — Caudal Caudal

Body scales Absent Present Present
Present (anterior part) 
or absent (posterior 

part)
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けて直線状に伸長し，後半では体の中央部を尾柄部のキー

ルまで伸長していた．側線鱗は 244–249枚（6個体）であっ

た．すべての側線鱗には側線管の側方から尾部側へ伸びる

小管（先端に 1つの孔がある）が 1本あった（Fig. 5B, C, D）．

体部には側線鱗のほかに体側鱗が存在していた（Table 1; 

Fig. 5D）．ただし，体部前方部には側線鱗と体側鱗が存在

していたが，体部後方部には側線鱗のみ存在していた（Figs. 

1, 5A）．

考　　察
本研究により，タチウオ科の側線は他の 2科とは明ら

Fig. 2. Photographs of three types of lateral line scales of Trichi-
urus japonicus in (A) anterior, (B) central, and (C) posterior 
parts of body.

Fig. 3. Lateral line (A) and lateral line scales on dorsal (B) and 
ventral branches (C) of lateral lines of Thyrsitoides marleyi.

Fig. 4. Lateral line (A) and lateral line scales (B) of Scomber ja-
ponicus.

Fig. 5. Lateral line (A) and lateral line scales (B–D) of Auxis 
rochei rochei; lateral line scale on scaleless area (B), and 
series of lateral line scales on scaled (C) and scaleless (D) ar-
eas. AO and PO indicate anterior and posterior openings.
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かに異なる特徴を有することが初めて明らかとなった．タ

チウオ科の側線鱗は管状であり，背側あるいは腹側に伸長

する小管を有していた．一方でマサバやマルソウダの各側

線鱗には尾部側へ伸びる 1本の小管が存在し，ナガタチカ

マスの側線鱗には小管が存在しなかった．我々の知る限り，

硬骨魚の側線鱗にて，背側や腹側方向に，側線管に対して

垂直方向に長く伸長した小管があることを報告した研究は

ない（例えば，Voronina et al., 2021）．

タチウオの側線鱗の小管は，側線の前方部では背側へ

のみ，中央部では背側と腹側それぞれの方向へ，後方部で

は腹側へのみ伸長する特徴があった．また，中央部の小管

は，他部よりも数が多く，長かった．タチウオは水面に対

して体を垂直方向に向けて泳ぐことがあり（Yamada, 1970; 

Kawamura and Ohashi, 1988），これらのタチウオの側線系

における特徴は，タチウオに特有な遊泳行動に関連してい

る可能性が大いにある．今後のさらなる研究が待たれる．

マサバやマルソウダの側線鱗の尾部側には，1本の小管

が存在した．これはマサバとマルソウダの遊泳行動と関連

している可能性がある．今後，刺激の受容器である感丘

の配置とそれの神経支配を合わせて検討すること（Sato et 

al., 2017, 2021）で，サバ亜目魚類の側線鱗の形態変異にお

ける生物学的意義をより深く考察できるだろう．

観察標本
タチウオ Trichiurus japonicus，6標本（全長 452.8–844.4 

mm）：BSKU 60629，全長 452.8 mm，高知県須崎市，2002

年 7月 22日；BSKU 60880，全長 466.5 mm，高知県須崎

市，2002年 9月 9日；BSKU 90265，全長 811.7 mm，高

知県黒潮町佐賀沖，2003年 9月 26日；BSKU 90266，全

長 756.3 mm，高知県黒潮町佐賀沖，2003年 9月 26日；

BSKU 90267，全長 844.4 mm，高知県黒潮町佐賀沖，2003

年 9月 26日；BSKU 106480，全長 544.6 mm，高知県土佐

清水市以布利，2007年 9月 3日．

ナガタチカマス Thyrsitoides marleyi：BSKU 127108，標

準体長 603.2 mm，高知県土佐湾，2019年 11月 1日．

マサバ Scomber japonicus：BSKU 115909，標準体長

222.5 mm，青森県八戸市，2014年 6月 15日．

マルソウダ Auxis rochei rochei，7標本（標準体長 200.4–

284.7 mm）：BSKU 45636，標準体長 284.7 mm，高知県土

佐清水市足摺岬，1989年 2月 11日；BSKU 65713，標準

体長 200.4 mm，高知県土佐清水市以布利，2002年 9月 12

日；BSKU 69743，標準体長 220.6 mm，高知県土佐清水市

以布利，2003年 9月 17日；BSKU 87331，標準体長 206.1 

mm，高知県土佐清水市以布利，1999年 12月 9日；BSKU 

88478，標準体長 220.0 mm，高知県土佐清水市以布利，

2006年 9月 7日；BSKU 88479，標準体長 232.9 mm，高知

県土佐清水市以布利，2006年 9月 7日；BSKU 91424，標

準体長 214.8 mm，高知県土佐清水市以布利，2007年 9月

13日．
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