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Location and Numbers of Oil Globules in Unfertilized and Fertilized Eggs, 

and Larvae in the Preleptocephalic Stage in the Order Anguilliformes 

Hirotoshi ASANO·, Yoshikazu KUBO·, and Hisashi HAYASHI·· 

Synopsis 

Most fish in the order Anguilliformes can be classified into three groups depending on whether 
oil globules present or not in unfertilized and fertilized eggs, and in larvae in the preleptocephalic 
stage period. In one group, eggs lack oil globules; in another group, eggs have a single large oil 
globule and, uncommonly, a few small oil globules; in the third, eggs have many small oil 
globules. In a study due to facilitate species identification of eggs and larvae collected in field 
investigations, we examined such oil globules in eggs and larvae more closely. 

In all species, in four of the five families examined (Synaphobranchidae, Congridae, Mur
aenesocidae, and Ophichthidae) oil globules were found in eggs still in the ovaries. The exception 
was Muraenidae, in which oil globules could not found during oogenesis. 

In artificially fertilized eggs examined, oil globues were decreased in number by fusion during 
developing period. Eggs of Ariosoma anagoides and A. shiroanago major (family Congridae) had 
only one large oil globule until optic vesicles appeared, well before hatching. However, in the 
same family, Gnathophis nystromi nystromi eggs had 12 to 40 oil globules just before hatching, 
with some moving toward the vegetal pole during development and later scattering again into the 
yolk sac. In Mystn'ophis porphyreus (family Ophichthidae), there were at least 20 oil globules 
before hatching, they moved as did those in Gnathophis nystromi nystromi. 

In larvae of the preleptocephalic stage, A. anagoides and A. shiroanago major had an elongated 
oil droplet on the ventral edge of the anterior part of the yolk sac, with the longest dimention 
more than 5 times the eye diameter of larvae one day old. The droplet disappeared by the time 
the larvae were 5 days old. Early larval-stage Gnathophis nystromi nystromi (Congridae) and 
Mystriophis porphyreus (Ophichthidae) had a few oil globules, as did fertilized developing eggs of 
these species. In the former specis, the oil globules had disappeared in larvae about 1 day old. 
Larva of the latter species had at least 20 oil globules at about 1 day of age, most of the oil 
globules were in the anterior part of the yolk sac. 

It is difficult to presume ditailes of the relationship between where oil globules are during 
oogenesis and where they are in fertilized eggs. When eggs still in the ovaries have a few small 
oil globules, they tended to have a few small oil globules after being fertilized. When eggs in 
ovaries had many oil globules moderate in size, they tended to have a single large oil globule and, 
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出用試料は1 -'年に採施し,当初から1%ホル

の大きな油球を持つもの,および多数の小さな油球 マ])ンで固定し保存されていたものである｡

を持つものの 3型に大別されることが知 られてい 油球の染色にあたっては,魚体から取り出した卵

巣片や放出された卵を5%エタノールに 1分間浸辞

卵は,油球の性状から,油球のないもの,通常 1個
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本研究では,特に油球の特徴に注目して,卵巣内

の卵形成過程の卵,卵発生過程の卵および膨化直後

の前葉形仔魚における油球の性状などについて比較

観察し,ウナギ目魚類の卵 ･仔稚魚の同定に役立て

る手掛かりを得ることを目的としたo 

ⅠⅠ 材料および方法
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を用いて行った｡卵内部の観察は.ピンセットやメ

スで卵膜を破るか,または 2枚のスライドグラスで

押放して行った(押潰し法)｡また,--部の試料はゼ

ラチンで包埋後,卵 1個を取 り出して凍結切片法に
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浅野 ･久保 ･林 :ウナギ目魚頬の卵期および前葉形仔魚期における油球の性状 

ギンアナゴは1

曳網漁船の漁獲物中から採錐したO船上で媒相させ a)未受精卵 

399 年 8月に糸己伊水道で操業する底 ものと持たないものが観察された｡ 

Ta 1,Fi

5科27種について観察したQウツボ科の 5櫛では
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ムラサキウミヘビは1 年 8月に,ギンアナゴと

同様の方法で採塊し,船上で媒桁して受精卵を得た｡ では,初期の卵母細胞卵から完熟卵まで観察したが,

飼育水温は2 -2 であった｡

299

62Co.46.

いずれも油球は認められなかった｡特にモバウツボ

油球は見られなかった｡

0ホラアナゴ科の 3私,アナゴ科の1種,ハモ科の 

種およびウミヘビ科の 7磯では油球が確認され2111 結 果

卵期における油球の有無 た｡また,ハナアナゴ,オオシロアナゴおよびセレ

各魚種の卵について卵径群別に示すと Ta

通 りである｡卵径 

leb

0.

lの

2mm以下の卵では,油球を持つ べて油球が認められた｡

･工 :1 ･ ･･ 誓._.. '!････

ベスヒレアナゴにおいて,排卵後の兼受精卵にもす

iontecozeohcrograps

壷

Fig1 Mi Hr ns

mH tcae(n

ipece

alca

ivare

Litsann


lgseg no sof3S soFS

g S cbrl sIOOJJ

daeihb hynaporancsor

VduadaeC ior ongripecesd3s .S nlan

A, hb horancuZPaS1yB,iaSeg,icl-lSaahlnencey
わ
S spT / 〃 gd n san/m 10.

ag

0.ltee

e,-//a

rI2mm;

074 mm ,D,An o ta 
n 

S

te

s

Ooc.n

,

ArLOOll

A toD adド y si

E,5m06.Oltaug, m;

r)tgra(tocytagelblgou

6
08s,.
d


)C,

2Og
I
LP7L

mTT

ie

es ;E O cinmi

un,LもJSO)) o I〃agLL/'

5Y08,.j〝iroa/J5.F A,mm, ag (= na )' 
tsage.leus

lmn

LtynCdseconaryoi一 



22 JlI~*$~~$$(I.~ m30~ (997)� 

Table 1. Findings of oil globules in 27 species of Anguilliformes� 

Finding of oil globules in eggs with diameter (mm) of: 

Family, 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 
species to to to to to to to to to to to to to to to to 

<0.2<0.4 0.6<0.8< 1.0< 1. 2< 1.4 1.6< 1.8<2.0<2.2<2.4 2.6<2.8<3.0<3.2 

Muraenidae 
MllruC"na pardalis 

c.;ymno/horax kidako 

G. re/iculans 

G. n'chardsoni 

Echidna deliealula 

Synaphobranchidae 
Synaphobranclms a/finis ± + + + + +� 

+ +� 
Simeneh,I/ys !Jarasilicus + +� 

+ +� 
Dysomma anl{uil/are ± + + +� 

+ +� 
Congridae 

Anago anago ± + + +� 
+ + +� 

An'asnma anagoides ± + + + + [±] [±] (±) (±) (±)� 
+ + + +� 

A.� shiroanago major ± + + + [±] + (±)� 
+ + + +� 

f'araba/hymynts +� 
»lac'yoplzlhalmus� 

Conger japonicus ± +� 
Glla/hophis ± + + + + (±) (±)� 

nys/romi nys/romi + + + + 
G.� n. ginanago + + +� 

+ +� 
RhynchoCrmger eclenunts� + + + + +� 

+ +� 
Rheehi(L) relmlinc/a ± + + + +� 

+� 
Urocollger leplllnts + +� 

Muraene 'ocidae 
Muraen,$()x cinereus ± + + 

+ + + 
OxyclJllger lep/ognalhlls ± + + 

Ophichthidae 
M\'rophis microchir [±] [±] [±]� 
Pisodonophis loplzislius ± + +� 
P. cancn'vonls +� 
l'vlyn'chthys aki + + + +� 

+ + 
Mys/riophis pmphyreus + + + + (±) (±) (±) (±) 
O{JItich/hlls llrolopillts 

+ +� 
Ophisllnls macmrhynclms ± + + +� 

+� 
Upper row for each spE'cies: findings from pre~d eggs. Lower rows: findings from egg sectioned frozen. +. 
found in all eggs; -, not found in any egg examined; ±, found in some eggs and not in others. D. ovulation egg; 
O. fertilized egg. 
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b)受精卵 )5g.

g.(Fi

よびギンアナゴのアナゴ科 3種 とウミヘビ科のムラ 中の空胞部が脱落痕に当たる)と周辺部に散在する

サキウミヘビについて観察したところ,いずれにも 多数の小油球からなる｡両種とも卵径 1mm以下の

油球が認められたD 小さな卵では大油球は認められなかった｡メタラア

卵期における油球の帯列犬 ナゴ卵はこれらの 2重如こ比べると相対的に小さい 

油球は 1, A･B),卵の中心部の大油球 (図

a)未受相卵 l)o油球数は多いが全体的に小さく,大池球)(F喰S1-4

魚磯によって観察卵の成熟段階は異なっていたた

eb(Ta】 

はみられなかった 

g.

g.

(

(Fi

め直接比較することは出来ないが,油球の形状には アナゴ科のゴテンアナゴ,ハナアナゴおよびオオ

Fi

1,C)0

都内の変異や種間の相異が見られた｡ シロアナゴの卵には 1, D･E･F),いずれ
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も多数 の油球が高密度 に認 め られ る (径 6-43 

JLm).ギンアナゴでは卵費球の寄掛の進んだ卵径 

0.4mm以上の卵でも油球径は 6-11JJmで相対的

に小さく,その数も少 く散在的である(Fg2 0i.,A)

こセギンアナゴ,キツネアナゴおよびツマグロアナ

ゴの卵でも (Fi ,B･C･D)g2 ,油球径は相対的

に小さく (径 8-22JJm),ニセギンアナゴ (第 1次

卵費球期)では核のまわりに偏在し,キツネアナゴ 

(第 2次卵葬球期)では幾分高密度に分散し,ツマグ

ロアナゴ (第 2次卵黄球期)ではまばらに存在した｡

なお,押出し観察によるメタマアナゴ,タロアナゴ

およびアイアナゴの卵では (i.,A･B･C)Fg4 ,

いずれも油球が認められたが,メタマアナゴではや

や密に,アイアナゴではまばらに分散した｡また,

タロアナゴ (Fi., B)では卵径が小さいが崩壊やg4

脱落油球がみられた｡

ハモ科のハモ卵では (Fi., E),油球は分散しg2

(経 lo-27JLm),手酢吋的に数も多いCやや大きい押掛

し卵でも類似の油球像が観察された ( g4 ｡Fi,, D)

ハシナガアナゴの押漉し卵 (Fg4i , E)は,ハモ卵

に比べて幾分小型の卵であったが,油球の形状はハ

モのそれと類似 していた｡

ウミヘビ科のゴイシウミヘビ,スソウミヘビおよ

びタイナンウミヘビの卵では (i., F･ H)Fg2 G･ ,

油球径は 7-47′̀mで,相対的に数も多い｡なお,ゴ

イシウミヘビ卵の卵径は小さいが,押潰し卵では分

散した油球が多数認められた ( g4 ｡ホタテFi.,H)

ウミヘビとミナミホタテウミヘビの押済 し卵でも 

(Fg4 G)i., F･ ,散在する小油球が認められた｡セ

レベスヒレアナゴからは,排卵によって腹部が著し

く膨満した親魚から容易に半透明卵が搾出された｡

無処理の状態で観察しても多数の油球が認められ,

また比較的大きな油球を数個含んでいた｡ 

b)受精卵

ハナアナゴ,オオシロアナゴ,ギンアナゴおよび


ムラサキクミヘビについて観察した｡ハナアナゴの


観察結果は年次 (199.'3
2 9年)によってかなり変動

が見られたが,ここでは主に1993年の調査結果に基

づいて記述した｡

ハナアナゴでは未受精卵における卵径は1.18± 

0.04mm (固定後の卵 100個の平均)で,油球が約 

14-20 ( 0 0JJ Fg50 3個 油球径1-8 m)であった (i., 

A1)｡鼎卵腔がまだ広がっていない卵 (受相後18分)

では,油球数は15-30個 (径20-180pm)であった 

(1992年)O蕪腫期 (受将後 8時間)に達すると,油

球は敵合し,植物極側に 1個の大油球 と 3個の小油

第 30号 (1997)

球が形成された (g5 ｡小池球の数は個々Fi.,A 2)

の卵によって変異し,これを伴わない卵は比較的少

く,その他の観察卵では大泊球 (径270-300Jfm)と

共に 1-24個の小油球 (径30-70〟m以下)が見ら

れた｡大油球は艦体に食道嚢が形成される頃 (受相

後約20時間)まで卵資の下縁に位記して,ほぼ球形

を里するが (Fg5 ,この頃から変形し始め,i.,A3)

版面は南平となり,次第に前後方向に伸長する｡そ


して,歴体が卵内をほぼ一周する受精後約28時間で


は,大油球の長径は54 m(i., 2
0JJ Fg5 A4)から80


〃mに達するものもあった｡なお,本棚の大部分の卵


は受精後約27-36時間で僻化したO


オオシロアナゴの未受刑卵の卵径は1.19±0.04 

mm (固定後の卵 100個の平均)であった.臨卵腔が

まだ完全に広がっていない卵 (受精後約30分)では,

油球数が約60 ( 0 11 m)であった (i.,個 径2- 0JJ Fg5

B1)｡受精後10.5時間の嚢腫期卵では,油球は植物

極側で 1個の大油球 (径270-290〟m)に馳合した 

(Fg5 B2) 93i., O受精後1.時間の食道♯形成期にな

ると,油球は変形を始め.ハナアナゴと同様に版面

が肩平になった｡受柵後23時間の心拍開始期になる

と,油球は縦崩して前後方向に伸長 し始めた (i.Fg

5,B3)｡受精後約33.5時間で,艦体が卵内をほぼ

一周する頃になると,大油球は著 しく伸長した (Fi.g

5,B4)｡なお,本種の卵は受精後約31-33時間で

貯化が始まり,大部分のものは38時間までに貯化し

た｡

ギンアナゴでは囲卵腔が形成された受相卵の卵径

は1.62-1.89mm (卵105個),卵黄径は1.28-1.40
 

mm (卵84個)であった｡受精後3.8時間の桑実歴期

卵では多数の油球が認められ,多 くのものは植物極

側に集まっていたが,腫盤の下面にも数個の油球が

見られた｡受精後7.7時間の嚢腫期卵でも,油球数は

約60-140個 と多数認められたが,その大きさは径 

10 0Jmの小油球であった ( g5 O兼歴-9 L Fi.,C1)

期から艦体出現期 (受精後約 11-15時間)において,

油球は植物極に10数個集まり塊を形成したが,稀に

卵内に散在するものも見られた (i.,C2)Fg5 ｡受


相後約16-17時間の眼胞形成期になると,植物極に


典合していた油球は再び卵内に分散した (Fg5
i.,C 
3)｡受精後約47時間で,艦体が卵内を一周する卵で

は,油球は約12 4個に減少した Fg5 0- 0 (i.,C4)

なお,大部分の卵は受精後約52-64時間の間に僻化

した｡

ムラサキウミヘビでは曲卵膿形成時の受粕卵の卵

径は2.58-3.19mm(卵 14個),卵♯径は1.82-2.ll 
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5g.7

Fi ,D 
時間の眼胞形成卵になると,植物極

に娘まっていた油球は分散するが,まだ植物極側に

多く,2個が数えられた (Fi
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では,油球は8

た｡油球径は1

-9

〟m以下の小油球は極めて少 くなった 

,D3)｡さらに,

D2 D3


多かった (Fig 5

形成期卵になると,ほとんどの油球は植物極に銀合 2

0Lm
B】
 

受脚後約6時間で,艦体が卵内をほぼ-周する卵で

し,塊を形成した｡この時期には油球数は減少して は, 1-数個の油球が遊離尾部の卵費内にも分散し

OJ で,8 5g,ていた (Fi-05
9
2-3個 となり,また油球径は2 .D4)｡なお,観察に供した全ての
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卵は受冊後約7-8時間で貯化した｡

前葉形仔魚期における油球の性状 の他にはハモ8~

4
4
 のも少なくない｡ EJ本産ウナギEl魚類では,ウナギ

)について人工安和が川 とウツボ1

人工安和卵から膨化仔魚を得たハナアナゴ,オオ 行わ九,油球の性状が明らかにされているに過ぎな

シロアナゴ,ギンアナゴおよびムラサキウミヘビに い｡既往の研究も含めて,数少ない魚種についての

- 時間以内の仔魚13.11.

2

ついて観察した｡ 実験結果ではあるが,卵形成過程に油球をもつ磯類

(3ハナアナゴの貯化後 は,卵発生の過程や膨化仔魚にも油球が存在するも

尾 :全長 -4 7mm)では,大油球は卵費の前

端部に位LEして伸長 し,その長径は9 - 0FLm81103

3,738. のと考えられる｡したがって,既知種の卵典内卵の

油球に関する知見を若柳することによって,未知の

(眼径の約 5倍)であった (Fi ,A l)6g. ｡筋化後 4 野外採柴卵や筋化仔魚の油球の有無 と対応させ,同

日目の仔魚では地球は短縮 し (Fi ,A 2)6g. ,やが 定の手掛かりとすることが可能であると考えられる｡

て吸収されて消滅 した｡ lrgaLl
igu
しかし,ヨーロッパウナギ An auu Zbの約 

の若ウナギの卵典には,きまってほんの少しの0cm5オオシロアナゴでもほぼ同様の経過を示した｡貯

-3 時 間 以 内 の 仔 魚 

-4 5mm)では,卵井の前端部に位'Eする大 個体の大型卵典卵 は箇径約 

油球は長径が9 -9

たが,1 -1 時 間以 内 の仔 魚 るほとんどの種類で,卵弟内の卵径が 

-5 6mm)では,大油球の長径は1 0F50

7.

30

28.25.

31.

0.

0.
0
49.

(2尾 :全 長化 後 脂肪が含まれ,卵には油球がなく,またこの大きさの

039. 52.02.-0 mmであっ

0JJm(眼径の 5倍以上)であっ た】3㌧本研究においても,油球が存在すると判定され4

(2尾 :全 長 02.mm以下で

は油球が確認されない場合もあった｡日本産ウナギのm(眼L

,Bl)｡貯化後 4tヨ 卵の油球期は卵径01.mmを越える頃からとされる

が4)上記の点を考慮すると,油球の有無の判定は,卵,6g.

径の約 5倍)となった (

胃の仔魚では油球は著 しく短縮 していた (Fi ,B 

i 6g.F

2)｡ 径 以上の卵典卵を用いて行うのが妥当であるmm

5.

02.

00

ギンアナゴでは,筋化仔魚の卵費内にも多数の小 と考えられる｡

23.-4 時間以内の仔

-5 9mm)では,油球径1-84.550.

油球数による型区分は,一般的にはA.油球なし,池球が散在 していた｡筋化後 

負(2尾 :全長 B,油球 1個および C.油球多数の 3型に大別され

る｡調査魚種中には, 1個の大池球だけを持つ卵,大5mの小油球が卵費全長にわたって約 8-2個残存

していた｡僻化後 8時間以内の仔魚でも,9個の残 油球の他に数個の小油球を伴う卵が見うけられるが,

〟 

これらは大泊球を持つという特性を並祝して,B型に6g.(Fi ,C 
)｡しかし,筋化後 2日目の仔魚になると油球は認1

存柵球が卵典内に広がって認められた 

含めるのが妥当であると考えられる｡

卵形成から卵発生の過程を通じ,油球は融合して次

第に大きくなり,その数が減少する｡この過程におけ

i 6g.
F
( ,C2)められなくなった ｡

3.41.-6 時間以内の

.llmm)では,卵費内に る油球数の型区分 (特にB型とC型)が,個々の魚種

ムラサキウミヘビでは筋化後 

(4尾 :全長 287. -9仔魚 

でどのように変化するかを推測することは一般的に

は困難である｡それにしてt),卵形成期の卵の油球が

5
0
油球径6-101

く分散 した 

33-0川1の小油球が2 個卵帝内に広

,D日｡本都のうちia.も長 く生i 6g.F(

509.存 した 2日目の仔魚 (全長 1 0mm)では,2個以 相対的に小さく,かつ数も少いもの (油球の谷風が全

i 6g.
F
( ,D2)

)Di 2g.
F


(

体的に小さいもの :例,ギンアナゴ)では卵発生期の

C型)となる傾向がうかがえる｡ニセ

ギンアナゴやツマグロアナゴ ( ,B･ はこれ

上の小池球が分散 していた ｡ 

卵は油球多数 

lV 考

ウナギについては卵形成の周辺仁期 と卵焚胞期の

察

方一に該当すると推定される. ,油球の容血が著しく

間に油球糊が区分され,また艦砲移動期になると油 大きい卵は,ハナアナゴやオオシロアナゴのように大

(B型)になる傾向がうかがえる｡しかし,

ることが明らかにされているU｡さらに,人工受桁卵 この推定には今後の調査結果の紺 が必要である｡

の卵発生の経過や筋化値後の仔魚における油球の性 本研究ではウツボ科の 5概はすべて油球をもって

油球 1個球は触合 して次第に大きくなり,摘物僅伽に分布す

状についても詳 しい研究報告がなされている5~7)｡野 いなか った｡G.ftmn 1Ti lagnazlgrom1ah7olO r m Lll,)

･enaIJeI･Lt taeJMI aJ

筋化仔魚から同定された観斑は,ウナギ日魚類にお も油球は見られていない｡地球の欠除はウツボ科だけ

外採銀によって縛 られる受榔卵を飼育し,裕られた SpiaJ frae744 P))8')~7,. BJOIにおいて

いても既往の研究で多数知 られているが叩 ,同定に

疑問のあるものや上位分類群にとどめられているも

でなく,ウナギ科13

daeittasoNett ma L8･22),ホラアナゴ科23)などにも報告

･1m,アナゴ科17･2021㌧クズアナゴ科 
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されている｡しかし,ウツボ科では報告例がすべて油 山宗雄鼠 E]本産稚魚図鑑,pp.999-1083.東

球欠除唖である.このことは,油球の欠除はウツボ科 海大学出版会.東京 (1988) 

に共通する特徴の 1つと考えられる｡なお,ウツボ科 )2 水戸 敏 :九州大学膿学部学芸雑誌,18(I), 

では相子の頭部が球形で,カライワシ上目内 (ウツボ 71-94 (1960) 

科以外のウナギ目を含み,頭部は鎌塾)で特異的であ 3) 水戸 敏 :九州大学農学部学芸雑誌,18(3), 

る2ト2Tl｡卵との直接の関連性は不明であるが,興味あ 285-310 (1961) 

る特徴である｡ギンアナゴとムラサキウミヘビは油球 )4 山本首一郎 ･大森正明･山内略平 :日本水産学

多数卵で,受将卵の卵内発育過程に池球の塊を形成す 会託,40(1),9-15 (1974) 

N laK. MAMO O n K YA I we5) YA r T ad MAUC日:るが,類似の特徴はウミ-ど科 N0.5やウナギ目 N0. 

, )(7の卵3)ハモ8,カh mL ゆe )○nsSeSils )などでも記述ま (5472),220-222(1974) 

たはBEl示されている｡また,アナゴ科のハナアナゴと ) 山本者一郎 ･山内暗平 ･春日幣- :日本水産学6

オオシロアナゴで観察された卵発生の後期や脚化-b 会詮,41(1),21-28 (1975) 

後の仔魚 (前築形仔魚期以内)の伸長した大油球は, 7) 山本音一郎 :サイエンス,6(5),66-77(1976) 

EICENMANT(281の Fig.4,Figs.6-8に示 され る仔 t5) 高井 徹 :腿林省水産評習所研究報告,8(3), 

負,NAPLINandOBENCrIAIN2Blによる PSt isd honopO 1､555 (1959) 

9) 高井


) 広川 潤 ･藤本 宏 :栽培漁業技術開発研究,
 

徹 :栽培漁業技術開発研究,8(1/Jtn r(ウミヘビ科)の安和卵および膨化仔魚,e ),77 

･n

me

LL･Ne S i叫 や … によるMIBEEBE Scll T mpD hhssora

c

--82 (1979) 

S(ヘラアナゴ科)の貯化仔魚,El本産ウナLIan'Lflgo 10

16(I), 1

. 

ギの僻化仔魚7


のような油球の性状は,分類群内の特徴や分類群間 ll) A,UMEZAWA. T OTAKl. J.HI110K̂ WA,K.
 

.I

3･2)などで記述や図示されている｡こ 7-24 (1987) 

an)fJaの相互の類縁性を推定する上にも鴫野な手掛かりに TsuKAMOTO and M.OKlYAMA:

h Lyo.,lIhcなると考えられる.本研究においては,ウツボ科以 38(1),35-3g (1991) 

外の調査免租に油球の存在が確認されたが,既往の 12) 林原 教 :昭和61年度日本水産学会春季大会

研究緯巣を含めると,多くの分類群は油球の性状が 試演要旨班,EI本水産学会,p.51(1986) 

N.Y.Sicence多様であり,油球数の型区分で 3塾にわたっている｡ 13) M P.FISlt: , 64. 455-456 

]

野外調査で採雄される卵や前葉形仔魚の同定にあ (1926) 

da4) BELuHED :Fl,B.C Lba , 

待される｡そのためには,卵期の初期においては油 Leaf.Ser.Vol.4,pt.1,No,13,1-16(1969) 

rSerIJo , Maたって,池球の性状をより有効に利用することが期

d球の性状 と特に卵費径を,また卵発生中の卵や貯化 1) ∫S HMt-5 .c DT二Me Imm I:.'nd.̂ Ldners.
I
･'ta ,ser 

仔魚においては食道灘や筋節数の発達などを関連づ Fiskerj,4(2).1-13(1913) 
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