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FishFaunaandInlandFisheriesoftheMekon皇Delta
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13asedon theauthor'S")llcctionandtheliteraturecited,176fishspeciesare

re(･ordcdfrom inlandwatersoftheVictnamescMekongdelta(Table1).Theichthyo1-

0glCalfaunaoftheareaischaracterized,inL､()mparisonwiththatoftheLaotianMekong,
bylessabundantcypriniform fishesandmorenumerousclupeiform andperciform

叩eCies(Tal'le2). Themainstreamwatersinthedeltamaybedividedintothrccsections

ileCOrdingtofaunalfeatures,asillustrated in Fig･1･ Excepting Cirrhz■nu∫julZieni

and才物ノnm'chthy∫t々γnnol'de∫,long-distantmlgmtOryformsfoundintheCambodian

andIJaOtianMekongdonotdescenddeepIntotheVietnamesedelta･ Panga∫ianodon

gzgas,inparticular,doesnotenterdeltawaters･ AsinotherpartofthelowerMekong

basin,agreatmanyspeciesPerform seasonalmovementindeltawatersinaccordance

withseasonal(っhangeinwaterConditions)dispersinginlloodedareasduringwetseason

andreturningtoriversduringdryseason･

FisheryproductionsinthedeltaareshowninTables3and4,togetherwiththose

inne転hborlngareas. Thedeltapr(Jdu(･es80-90'Iい ,ftotalfreshwater丘shproduction

inSouthVietnam. Importantfl)odfish…ireenumeratedinTable5･

Freshwater丘ShesculturedinthedeltaarePunliu∫allus,P.gonionotujl,LePlobarbu∫

/lt,eyCm',CyPrz-7～〟J.∫.arPz'O,Pa7Zga∫iu∫mz̀cro7ZemuS,Clan'a∫marrocephalu∫,Chauna

∫zn'ata,C.m2'crope/le∫,andTz◆/apz'amo∫J-ambz'ca. rrhesour(･eof丘ngerlingforculture

isnaturalspawning,exceptforthecachep(C･carpio)andcaphi(T･mo∫∫ambica).

Thecommonestfishculturepracti(､esarethepondcultureofthecatra(P.micro71emu∫)

andthedoatingcagecultureoftheeahe(P･aZtu∫),caloc(C.∫tn'ata)and(.a1,ong

(C.micropeZtc∫).

Introductionoflarge-scalefreshwaterfisheriesdoesnotseem suitable to the

deltainviewofthelimitedprodu(､tivlty ofthelimitedとIreaOfwater. Aquacultureis

aneffectivean(1advantageousmeansofutilizinglandandwaterresourcesoftheilrea.

Extensivemom()-andpolycultureofplanktonlcedingandhcrt)ivc.rousspecieswith

pond fertilization seeITILSmostadvantageousin thefuture. Fishculturecoml)ined

withlivestock,usingmanurefrom thelivestockf()rnaturalfertilizationofponds,will

hehighlysuital,letotheconditionsofthedelta.

Futurechangesinhy(lrologlCalconditionsofthedeltawillI,evariousaccording
tothenatureofreformationworkintheul)Stream areasaSWellasthedelta. Inany

(､ases,marshy,low-lyinglands,eitherexistingornewlyformed,shouldbcretainedin

ordertokeepprovidingmanysortsoffisheswiththeirspawningandgrowinggrounds.

*東京農業大学育種学研究所
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多紀 :メコンデルタの魚相と内水面漁業

I 論 議 の 目 的 と 範 囲

デルタを含む全メコン下流域における蛋白源としての淡水魚類の重要性と,内水面漁業と住

民の生活との密着性は,一般に十分に認識されているところである. ところがこの河系の魚族

とその生態についてのわれわれの知識は未だに乏 しく,流域開発に伴って起こる水体内生態系

の変化を予測 し,栽培漁業を含めた新 しい漁業形態を考究する上で,資料の不足は大きな障害

となっている｡フランスや日本の研究者によって相当量の調査がなされてきているカンボジア

水域に較べ,ベ トナム髄デ ルタ域では,正確な資料の不足が特に著 しい0

本稿は,メコンデルタにおける魚類の分類 ･生態と内水面漁業の現情を記述 し,水産開発の

可能性と問題点を提示することを目的としているが,上述の見地から,特にデルタの魚相とそ

の生態について,新 しい知見を加えつつ詳述 した｡ デルタに関する記述は,特に引用のない限

り,筆者が1974年 2月より11月までの間, 国際協力事業団よりの派遣で CanTho大学農学部

在任中に得た知見に基づいている｡ また,ラオスメコンについてのそれは,筆者が1966-1974

年に計30カ月にわたっておこなった調査結果に基づいている｡ ベ トナムの水産統計一般 ･水産

製造 ･内水面の水質条件については,海外技術協力事業団 (川本信之執筆,1973)の 『ヴィエ

トナムの水産業』に詳述されているので,特に必要のない限り記述の重複を避けた｡

稿を進めるに先立ち,筆者のベ トナムにおける調査研究に対 し御指導御援助を賜 った川本信

之,黒沼勝造両博士, 御協力下さった国際協力事業団, CanTho大学農学部の日本側教官と

ベ トナム側教島 職員各位に謝意を表する｡

rl メ コ ン デ ル タ の 魚 棉

メコン河の魚相についての研究は,隣接するチャオプラヤー (Menam ChaoPhraya)流域に

おける研究に較べ,はるかに貧鮎jである｡ 特にデルタ地方についてはまとまった faunalwork

が乏 しく,魚類の記載をおこなって いる最近の報告は Chcvcy(1932a)と KawamotoetaZ.

(1972)を数えるのみであり, その他には Sauvage(1881)や rIlirant(1885)などによる古典的

業績と, デルタの魚を含めたベ トナムの魚種名 リス ト ((二habanaud,1926;Chevey,1932b;

Kurontlma,1961;Orsi,1974)があげられるのみである｡

筆者の調査結果に基づき,これに上記の報告に分類学的再検討を加えた資料を補足 して,チ

ルタの内水面 (汽水域を含む)に出現する魚類を列記するとTablclのどとくになる｡ カンボ

ジアとラオスか らはそれぞれ約200種の淡水魚が報告されて おり (CheveyandLePoulain,

1940;Taki,1974),またタイ国か らは560種もの魚種が内水面から記載 されて いる (Smith,

1945)｡これに較ベメコンデルタの176という魚種はいささか少ないが,これは従来の研究量の

差に由来するもので,直ちにデルタの魚相の貧弱性を示 しているものではなかろう｡
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東南アジア研究 13巻 1F,-

OrderRajiformeS
FamilyDasyatidae

DaSyatZ'∫hremAfl-
Pristidae

Pn'∫tiJ､microdon

P. casPidatu∫

OrderOsteoglossirormes
Fami1yNotopteridaL､

NoloPtcru∫noloPteru,∫
N. tI/iilaZa

OrdurI!:lopidae
FamilyMegalopi(laL.

jl′ZegaZop∫リ/Pn'7",l'EIc∫

OrderClupeiformes

FamilyClupeidae
ZJz'lsatoll

IJ. macrzi7･a

HI PZatなa∫ter
Con●ca∫obor7ia

CZupez'cht々γ∫goniog71athu∫
CZupeoz-de∫borneen∫i∫
)/i∫hadu∫∫umt'eri

lllamilyEnglauridae
Coih'amacrog〝athu∫
C. du∫∫umteri

C. cZuPeoide∫
Lycothri∫∫acrocodilu∫

Setlbz'7mataly
.～-. /r/ltl･tZ

EngrauZi∫grayi

E･ my∫lax

Order(二ypriniformes
FamilyCyprlnidae

ParaZaubucatyPu∫
P. ∫zame71∫ZS

Oxyga∫teroxyga∫troide∫
Macrochiricht匂′∫macrochz'ru ∫

CuZzer.Pam4i-mt∫

CheZa頓 oPhthalmu∫
Lucio∫omabZeeheri

L･ sPiZoPZeura
Esomu5･metaZh'cus
E. danrica

DanioaZboZineala

Ra∫boramyer∫i
/～. relz'lu/ata

R. sumatrana

Ji'. aurozae7;ZZa
ji'. danicom'u∫

FiZira∫borarubnj,ima
JIamPaZamacro/epidota
Thynnicht匂′∫t々γnnoide∫
Z･eplobarbuJ･/we乙･enZ'
JJabiobarbu∫/tneazu∫

/i. ∫Zamen∫t∫

Z･. fa∫cz'atu∫
ZJ. CuVZen

TableI IJistof土ishesfoundininlandwatersof

O∫teochiZu∫ha∫∫eltz●

0･ meZanopleura
O. bor7Zeen∫i∫

(). ∫C/T,7egeli
O. vittatu∫

C). lr少oru∫

BaZanliocheiZu∫melanopleru∫
Barbz'chth)′∫ZaezJi∫

(/'irrhz'nusjuZZiem'

C･ mirroZePi∫
Punlz'u∫aZtu∫

/'. gonioIZO/u∫

P･ ∫chwanenJeZdt
P. binotatu∫
/'. bI//Zl

P. OrAhoidej･
P. aurotaem'a

P･ ∫tn'gaiu∫
P. chola

P. jolamarhi
P. Zez'aca7:ithu∫

Pl Part勿enzazona

/'u～,tiopZiZe∫Proctozy∫ron
CatZocarpl.0∫iamen∫i∫

Xenochez'h'cht々γ∫lozPei
Ambryr々ynchz'cht々γ∫truncatu∫

A/buZicht々γ∫hremAj

LンcZocheiZicht匂′∫apogon
C. repa∫∫on
(∴ enopZo∫
C. armatus

C･ ∫tq/a
/,abedindramo71Zri

L･ pZeurotae7Zia

Moruliu∫chry∫ophehadion
Cro∫∫ocheiZu∫latiu∫

-EPaZzeor匂 ′ncho∫coate∫i
アシZognathu∫caudimaculalu∫

T･ sI一･
FamilyCobitidae

Acan,thoP∫i∫choirorh,yncAo∫
Bozia γ々menoP匂′∫a
B. modesta

B. lecontez◆

Z)'. morZett
B. eo∫

B. ∫idthz'muPli･i

I/amilyGyrlnOCheilidae
Gjm'nochetZu∫ay77Wm'erz

OrderSiluriformes

lramilySiluridae

KrJ,PloPZeru∫aPogon
K. bleek,eri

A'. mzcronema

j(. bicirrhi∫

K･ cryptoAteru∫
ガ. sp.
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多紀 :メコンデルタの魚相と内水面漁業

theVietnameseMekongdelta

SiZuroidcssp.
OmpohbimacuZa/u∫
TT'aZZagodinemLl
ll'a/Zago〝i｡Iat/u
/I-. /(.(･rl

FamilyPangasiidae
Panga∫iu∫panga∫iu∫
タ

ダ
C,
タ

/ItzJ〟/〟J'
mtCrOnemu∫
marrOne77.Ia∫
/ar7iaudi

P. po/yura710don
/Jehlcop/iagu∫7eJaa71der∫z

FamilyClariidae
CZan'a∫bafrachu∫

C. maL:rOCeP/iaZu∫
FamilyBagridae

My∫tu∫ uJychti
M. guA.a

jlI. rhegma
JIZ. m'ttaza∫
jW. ca乞･a∫tu∫
JW. nemuru∫
Z_eioca∫∫is∫ia77:1,en∫Z'∫

Bagroide∫macropteru.r
HetCrObagrzL∫boll,urti

FamilyPlotosidae
P/olo∫u∫cam'u∫

FamilyTachysuri(lae
Tac々γ∫uru∫∫agor
'r zruncatus
T. ∫Zormi

/fem車l◆mezodu∫borneen∫i∫
H. macroCeAAaZu∫

()rderBatrachoidiformes

FamilyBatrachoidjdae
Bazrachoide∫sp,

OrderAtheriniformes

FamilyHemirhamphidac
HemirAamphu∫sl).

FamilyBclonidae
TyZo∫uru∫∫trongy/uru∫
A'enenlod07i{anCiZoide∫

FamilyCyprinodontidac
APlochdZu∫Pa71Chax

OrderGasterosteiforlneS

FamilySyngnathidae
M icrop/upsboa/a

OrderChanniformes

FamilyChannidae
Channa∫triata

C. gachua
C. Zucl'u∫

C. mz'crt)AeI/e∫
OrderSynbranchiformes

FamilySynbranchidae
F/utaaZba

nrderPerciformes

FamilyCentrop()midae
Z-a/esca/cahfer
CAa77dtz u,o伊
C. sp.

FamilyLobotidae
Da/nil,i-dc∫mz'croleAZ'∫
D. guadrzfa∫{2'a/u∫

FamlHvSc盲aenidae
Pseudo∫ciaena∫oZdado

FamilyToxotidae
Toxote∫mz'croZepi∫

Fami1yScatophagidae
Scatl,4/zagu∫wgu∫

F･LLmilyNandidae
Nandu∫na71dlL∫

PrisloZePi∫fa∫lt'a/u∫

FamilyMugi1idac
MugiZa/なoZePi∫

FamilyPolynemidae
Po/yncmu∫/OngzbectoraZis
EZeutheronematetradacIJ,Zum

FamilyGobiidae
GZo∫∫ogobiu∫gzuri∫
ChonoPhoru∫ZacAり′mO∫u∫
ApocrJIPlodo71madurcn∫is
l'seudaPocryQtodo72borneensi∫
Periophz/iaimodon∫chZo∫∫en
EZeotrz'jlmela710J､Oma
E. buti∫

OxyeZcotrismarmoratus
FamilyScombridae

ScomberomorusSPI
FamilyAnabantidae

Anaba∫te∫Eudi,neu∫

FamilyBelontidae
Tric/i0ga∫terPecloraZi∫
T. microlepi∫
T. ln'chop/eru∫
Tric/IoP∫i∫vizla/ll∫
BetfaPugnax

FamilyMastacembelidae
J,74a∫farembeZu∫arma/u∫
17′タ. C2lrcumcinczu∫

Macyognat/iu∫aCuleazu∫
OrderPIcuronectiformes

IramilySoleidae
身napzurapanoide∫

FamilyCyn()glo･Ssidae
Cynog/o∫∫u∫microlePi∫
C. sp.

OrderTetraodontiformes

FamilyTetraodontidae
TetraodonpaZembangen∫i∫
T. bioccZZazas
T. /orteii
T. narizus
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東南アジア研究 13巻 1号

アジアの淡水魚相の一大特徴たるコイ目 (Cypriniformes)の卓越は, メコン河系では内陸部

のラオスで特に顕著で,全魚種の62%が このグループの魚により占め られている (Taki,1974)0

メコンデルタのコイ目魚類にはカンボジア ･ラオスとの 共通種が多いが (Table2), 仝魚種数

に対す る 割合はやや低 く, 種の絶対数 もラオスのそれの半分に近いo コイ目魚類 はいわゆる

primarydivisionfreshwater丘shで,塩分に対す る抵抗性が非常に低い｡ これを反映 して,メ

コンデルタでは上流部の ChauDocや TanChau付近では種数 も個体数 も多いが, それより

下流に向か っては減少す る｡

ナマズ目魚類 (Siluriformes)はデルタの淡水域全体に比較的均一に分布 してお り,全魚種中

Table2 NumbersofVietnamcAqCMekongdeltafishspe(tiesI)yhighLLrtaXOnOn-iL､

(･ategory,andtheirpereentagcsoftotalnumberofspeeies･

FiguresinpElrenthesesarenumbersofspecies(､ommontoCambodiaand/or
LaOS.

Category

Rays(Rajiformes)

ガンギェイ類

Featherba｡ks(Osteoglossiform(可

ナギガタナマズ斬

Tarpons(Elopiform es)

イセゴイ (クーポン)類

IIerringsこ1ndsardines(C1upeiformes)

ニシン･イワシ類

CElrPSandtheirallies(Cypriniformes)

コイ･ドジョウ類

Catfishes(Siluriformcs)

ナマズ類

Toadfishes(Batrachoidiformcs)

バ トラコイデス類

Gars,halft)eaksandtooth-carps(Atheriniforrnes)

グッ･サヨリ･メダカ類

Pipefishcs(Gasterosteiformcs)

ヨウジウオ類

Snakeheads(Channiformes)

タイワンドジョウ･ライギョ粕

Swampeels(SynlJranchiformes)

タウナギ類

Perch-1ikefishes(PCrciformcs)

スズキ型魚類 ･-ゼ類

lrlatLshes(Pleuronectiformes)

ヒラメ･カレイ甑

Puffers(Tetr壬10dontiformes)

フグ類

No.ofspecies %oftotalNo･

3((2) 1･7

2(2) 1.1

1 0.6

15(4) 8.5

71(55) 40.4

35(30) 19.9

1 0.6

4(2) 2.3

1 0.6

4(4) 2.3

1(1) 0.6

31(17) 17.6

176(118)
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多紀 :メコンデルタの魚相と内水面漁業

に占める割合 もラオスのそれとほとんど同一である｡デルタ下流部淡水中で も種 類 が多 く,

Pa71ga∫iu∫spp･のどとき大型種 も豊富である｡下流部にはまた,海中に多い Tac少suru∫spp.

なども出現 し,さらには,淡水が海中に張り出す雨季には淡水種も沿岸部にまで下降する. 翠

者は雨季の末期に海で漁獲 された Panga∫2'u∫SP.を目撃 しているし,

上流域に比 しやや貧弱なコイ目にとって代わるものはニシン目(Clupeiformes)や スズキ目

(Percifbrmes)である (ただし,これらはコイ目魚類とは吐態的地位を異にする)｡元来メコン

水系には相当上流にまで, 海産の系統に属するエイ (Da･fJJafz'∫spp･)･ニシン類 (H275aspp.,

CZuPeoz-de∫)･ダツ類 (Xenentodo7～SPP･)･ニベ斬 (Pseud〝∫ci'ac71aSP･)･シクビラメ類 (･砂na4-

turaspp･)･フグ類 (Tefraodonspp･,C/10nerh2'nu∫Sp.)等々の相当数が分布 している｡ カンボ

ジアの淡水系にはこのような種類が27種知 られており (白石,1968),またその中 の Dasyatz'S

や Ht'/saは河口か ら2,000km も上流のラオスの LuangPrabangにまで棲息 している(Taki,

1968)O これらmarine-()riginformsないしは vicariousfreshwater鮎hesはベ トナム域デル

タにも多いが,その多 くは淡水-の完全な帰化者であることは上流での稚魚の出現か らみても

言えることであり,肝河型 ･降侮型のものではない｡

デルタ下流部の淡水中には, このような移住型ないしは陸封型 の 魚椎 のほか に, ボラ類

Fig.I MapoftheVietnameseMekongdeltatoshow threesubdivisionsof

mainstream watersaccordingtothecharacteristicsofllShfauna. I,
upper-coursesectionhavingahshfaunacommontothat｡ftheCambo-

dianMekong; H,middle-coursesectionchara(,terizedbyafaunawith

lessatJundantcypriniform fishesandmorenumerousestuarinespecies

thaninthesectionI; III,estuarinesectionwithpredominantbrackish

water6shes. Shadedbeltsareapproximatetransitionalzonesbetween
sect-Ions.
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東南アジア研究 13巻 1号

(Mugi/spp.)･ツバメコノシロ類 (Pofynemu∫spp･,E/euthronemaspp･)やクロホシマンジュ

ウダイ (ScatoPhagu∫argu∫)のごとき沿岸性 ･汽水性魚族が多数侵入 しており, この地域の魚

相を特徴付けている｡

上述のごとき魚種組成の相違と,次項で述べる魚の回遊範囲などからみて,ベ トナム城メコ

ンデルタは,上流から順に,1)カンボジアの魚相と共通性を示す下流淡水性の魚相域,2)河口

的性格の強い淡水怪魚相域,3)汽水性魚相域,の3区に分けることができよう(Fig.1)｡ これ

らの区域は1本の線で境界付けられるものではなく,当然相当幅広い移行帯が問在 し,またそ

の付置は季節的に移動するものと思われる｡

また,魚類ではないがエビ矧 まその産業的重要性からして言及の要があろう｡ デルタの有用

エビ類は大別 して海産のクルマエビ類 (Penaeu∫spp.,MezaPenaeu∫spp･)と淡水産のオニテナ

ガェビ類 (MacrobraChlumspp.)があるが,その分類 ･生態の詳細については未だ研究がない｡

m デルタの自然環境と魚類の生態

Bardach(1959)は "ReportonBsheriesinCambodia"の中で,カンボジアの淡水魚を生理

･生態的に2群に分け,ほぼ次のように述べている｡｢カンボジアの魚類は,減水と酸素不足,

時には一時的な乾燥にも耐えることのできる魚種と,そのような適応のできないものの二つの

グループに分けられる｡前者は,それが漁獲された水体の永住者であり,後者は乾季の悪条件

を避け移動する｡ この両者はそれぞれ黒い魚 (poissonsnoirs),白い魚 (poissonsblan°s)と呼

ばれているが, これはおそらく後者のほうが銀色が強いか らで あろう｡｣ 白石(1968)も,"白

い魚 〝 はプランク トン食で回遊性が強 く,水位の変動に応 じてメコン河 ･大潮 ･浸水林の間を

移動 し,これに対し "黒い魚〝は底棲性で昆虫や小魚を捕食し移動することが少なく,減水 し

た湖水 ･河川 ･浸水林に止まることを説明している.

魚族の住居選択や季節的移動のパターンは,同じメコン水系でもそれぞれの地域の気候的 ･

陸水的条件により異なって くる｡そこで,ここではデルタの陸水的特性 とそこに棲む魚類の生

態的特徴を理解するために,上流部との比較を通じ検討を進めることにする｡

ラオスメコン一帯は乾季の渇水がはなはだしく,本流での年水位差は 14-ノ20m に達する｡

その結果ここでは移動性魚種の本 ･支流間あるいは氾濫原･河川間の移動が極めて顕著である｡

筆者 もこの地方で, 河川とその後背の浸水原を結ぶ 小流をコイ科の Punt2'u∫SPP.や ドジョウ

科の Bolz'aspp.などが群をなして遡上あるいはf降するのをしばしば観察 している｡

カンボジアにおいてもメコンの水位変化は 10-17m と著 しく,増水期には莫大な量の水が

TonleSap河を通じてメコンから大潮に逆流 し,大潮の水位は 10m も上昇,水面積も乾季の

4倍近 くに拡がる (白石,1968)｡このような水の変動に応じ,大紋の魚が TonlcSapの回廊
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を通ってメコンと大槻の間を移動するoこの場合,移動性の魚種の多くはプランク トン食性で

あり,また湖周の浸水林の止水中では肉食怪魚族が卓越 している(Filyandd'Aubenton,1963)0

ベ トナム域デルタの陸水学的特性は,雨季における冠水地帯の出現については他地方と共通

だが,(1)乾季における河川の水位低下が少なく河川水面積の減少も著 しくない,(2)潮汐の影

境を受け水位の日変化のある所が多い, (3)下流部では海水の塩分の影響を受ける,といった

点で他とは異なっているo ここで注目されることは,デルタに張 りめぐらされた支流 ･クリー

ク網が年間を通 じて準正水域とも称すべき水域を形成 し,移動性 ･定着性あるいは流水性 ･止

水性両方の魚樺に屠住地を提供 していることである｡そしてこのことはおそらくデルタの魚類

生産を高からしめる要因となっていると考えられる｡

メコン産魚類の個々についての季節的移動の範囲や時期については未知な点が多く,また移

動性 ･定着性を問わず産卵期と産卵場所についても不明な点が未だに多い｡白石 (1968)によ

れば,フランスのカンボジア魚類調査団は,日本の質問に答えて,メコン河の重要回遊魚種と

して Cz'rr/12'nusauratu∫(-C･m3'croZe2is),Cz'rrh2'nu∫juZh●eni,T砂 mic/zt々γ∫t々γmoide∫,

Panga∫i'anodongiga∫,Panga∫3●u∫∫utCh',Panga∫Z●u∫∫am-tZeJOngSe2'の6種をあげている. また

Pantalu(1969)はこのほかにPanga∫Zlu∫Aanga∫iu∫とH2'7sasp.の2種を重要回遊性魚に加え

ている｡ただしこれらの回遊の範囲などについては今後の研究にまつところが多い｡またこの

ほかにもある程度大規模な季節的移動を示す魚種も多いと思われる｡

上記 8種のうちC.ju/h'em'と T.1匂,nnoi●de∫以外の6種はベ トナム城デルタ深 くにまで大

農に下降することは稀である｡ 特に大型のナマズであり大規模な季節回遊をおこなうことで知

られているPanga∫3'anodong2'ga∫とPanga∫l'u∫∫am'zzeJong∫e2'については,筆者の調査によれ

ば,前者はベ トナム水域にまで下降することはなく,後者はデルタ上流部に稀に出現する程度

であるらしい｡

デルタ水域には上記のような本流中で大規模な移動をおこなう種類のはかに,本流から支流

-,さらに夜水原へと季節的移動をする種類も多い｡この行動は広義の産卵回遊で,魚は水域

の拡大と共に分布を拡げつつ産卵する｡栄養塩類の豊富な氾濫原 ･浸水原は,稚魚にとっては

絶好の生育場となり,またそれを捕食する魚の棲み家となる.筆者が LongXuyen,ChauDoc

方面の冠水地帯でおこなった採集によれば,このような水城に多い魚類はコイ科 (Cyprinidae)

･ギギ科 (Bagridae)･ヒレナマズ科 (Clariidae)･タイワンドジョウ科 (Channidae)･タウナ

ギ科 (Synbran(:hidae)･ナンダス科 (Nandidae)･キノポリウオ科 (Anabantidae)･ベロンテ

ィア科 (Belontidae)･トゲウナギ科 (Mastacembelidae)に属する種類である｡

熱帯産魚類の産卵期は概 して長期にわたる｡メコンデルタでは一般に放低水位期直後に産卵

が始まり増水期し恒こピークを迎え,最低水位期前に終了する｡ 稚魚の出現から推定すると,産

卵の盛期は7/-9月である｡
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Table3 TotalandfreshwaterfisheryproductionsinsomeSoutheastAsian

countriesandintheVietnameseMekongdelta,1970.

Area

SouthVietnam

Mekongdelta

Cambodia

Thailand

Malaysla

lndonesia

Philippines

Tpo,t.adluflcStP.eiy Fresh-ater五sheryproduction

1,000mt 1,000mt

577.4

156.6

171.1

1,595.1

364.9

1,249.0

989.9

4

1

2

0

1

4

0

4

4

8

5

5

6

7

3

7

6

2

9

2

4

4

% oftotal
produ(:tion

1

6

1

0

2

8

3

2

3

3

6

7

5

4

1

4

7

3

Sourceofdata:FAO. YearbookofFl'∫hery Stati∫tic∫,1970;I)irectorateofAgri-

culturalDevelopment,SouthVietnam.1971･jl′Zonz/fly BuZleti710f

Agn'cuZturaZStati∫zil∫,No.3,1971(Spe(､ialIssue).

Table4 Totalfishery,freshwaterfishandmarineandfreshwatershrimpproductionsin

the14provincesoftheVietnameseMekongdelta,1972. Forfreshwater丘sh

andmarineandfreshwatershrimpproductions,bothquantitiesinmetrictons

andtheirpercentagesoftotalBsheryproductionofthegivenareaareshown.

Province

AnGiang

AnXuyen

BaXuyen

BacLieu

ChauDoc

ChuongThien

Din九Tuong

KienGiang

KienHoa

KienPhong

PhongDinh

SaDec

VinhBinh

VinhI.ong

Totalproduction Freshwater丘sh Shrimp

mt mt (:/i, mt

8

2

2

5

0

6

0

0

5

0

5

0

4

3

2

0

2

3

0

6

2

7

7

8

3

1

4

0

6

8

9

0

8

7

2

8

4

3

1

1

8

0

8

1

5

3

2

3

7

0

0

1

2

5

2

1

4

1

3

1

1

7,779

10,605

6,733

9,282

ll,000

766

7

0

0

5

5

0

5

9

7

0

0

7

2

1

3

6

2

1

0

6

1

3

1

9

1

1

3,155

TotalMekongdelta(A) 173,990 67,384

TotalSouthVietnam (B) 677,720 81,772

2

6

3

6

9

0

4

7

5

7

7

8

8

1

0

8

2

1

5

0

3

9

1

7

4

6

1

3

9

4

4

2

8

0

4

1

8

9

7

6

r:

38
･
7

㌫

849

4,000

3,974

ll,222

1,8000

50000

0

0

1

1

7

6

8

3

2

2

1

1

%

8

3

0

1

1

0

5

4

5

2

3

2

9

2

9

8

5

6

4

0

5

7

2

2

5

3

3

8

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

Sourceofdata:DirectorateofAgriculturalDevelopment,SouthVietnam･1973･Month/y Bulletin

ofAgrz'cuZturaZStatz'stic∫,No.3,1973(SpecialIssue).
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Ⅳ デ ル タ の 漁 業 生 産

ベ トナムにおいては水産物の生産と消費を正確に示す統計資料はないが,入手できる範囲の

資料に基づいてメコンデルタの漁業を量的に示すとTables3,4のどとくになる｡

Table3からみると,内陸的性格の強いカンボジアと沿岸部や内水面での養殖が盛んなイン

ドネシアを除いた東南アジア諸国では,内水面漁業生産は相当低い｡しか しこのような低い値

は統計の不備に起因しているのであって,実際には淡水魚娃産はこの数値よりはかなり多いも

のと考えられる｡

メコンデルタの淡水漁業生産は全南ベ トナムの80-90%をも占めている｡ところがデルタの

全漁業生産に 占める淡水漁業生産の割合は約40% と意外に低い｡ これは Kien Giang,Bac

Lieu,KienHoa地方での海面漁業生産が大であるためである｡ 従ってデルタの住民の大多数

が淡水魚に依存する割合は,数字に表われたものよりかなり大きいはずである｡ 淡水漁業の中

心はカンボジア国境に近い ChauDocからKienPhongにかけての地帯である.

デルタにおける養殖魚生産についての詳細な資料はないが,1969年度の南ベ トナム全土での

Table5 Importantfo()dashintheVietnameseMekongdelta,hascdonobservationat

CanTh0,1JongXuyenandChauDocmarketsin1974.

Notor)teridae ナギナタナマズ科

NozoPleru∫710702/eru∫

Cyprinidae コイ科

ParaZaubuCazJIPu∫ lJ

Ra∫boramyer∫i IJ

Thynmlchth.γ∫thy71nOides A

O∫/eachz'/u∫Aa∫∫eZti

CirrAinu∫juZZieni A

C. microlepi∫ A

Punzz■u∫a//u∫ A,C

P. gonionolu∫ C

P･ orPAI)ide∫

Cycloc/iei/icht匂ノ∫e710470∫

Siluriidae ナマズ科

KrJ,Plopteru∫chrJ,PtoPteru∫

K. aPagon

Pangasiidae パ ンガシウス科 (ナマズ類)

Panga∫Z■u∫panga∫2'u∫ A

P. miCronemus A,C

P. macronemus

P. larnaudz'

P. 11a∫utu∫ A

Clariidac ヒレナマズ科 (ナマズ類)

CZaria∫macrocephaZu∫ A,C

Plotosidae ゴンズイ科 (ナマズ類)

PZoto∫u∫caniu∫ H

Cha.nnidae タイワンドジョウ科

C/iama∫lriata A,C

C. micropeZte∫ A,C

Synbranchidae タウナギ科

F/uzaaZba A

Polynemidae ツバメコノシロ科

Po/ynemu∫Zong勿ecloraZis A

E/Cut/teronematetradactyZum

Gobiidac -ゼ科

OxyeZeotrismarmoratus H

Anabantidae キノポ リウオ科

Anaba∫le∫/udineu∫ A

Belontidac ベロンティア科 (グラミー類)

Tricht,ga∫terPecloraZi∫ A,L

Mastacembelidae トゲウナギ科

Macrog71at/iu∫aCuleatu∫

Cynoglossidae ウシノシタ科

CynogZo∫∫u∫microZepi∫

Markings:A-veryabundant;C-includingculturedAsh;H-high-valued;L-low･valuedbutcommonl
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養魚生産は Panga∫Z◆u∫8,000mt,コイ (Cy4r2'nu∫CarP2'0,commonCarp)1,500mt,ティラピア

(Tz'ZaP2'a)3,000mt･サバ ヒ- (C/zano∫chano∫)2,500mtとなっている. このうち Panga∫l'u∫

はほとんどがデルタ地方で養殖され,またこの資料にはデルタで養殖の盛んなタイワンドジョ

ウ類 (Channaspp.)や Punt2'u∫SpP.がのっていないことなどから考えると, デルタでは年に

10,000-20,000mtの養殖魚が生産されているものと推測される｡

デルタの内水面で漁生される重要食用魚を Table5にあげる｡個々の魚種の漁獲量は不明で

ある｡ ヌックマムはデルタ地方で年間約 20,000kl近 く生産されているといわれるが,原料は

海産の魚が多く,またそのほうが良質とされている｡

Ⅴ 水 産 養 殖 の 現 情

メコンデルタでの養魚は,特に淡水魚に関してはかなり普及 している｡ここで特徴的なこと

は,南ベ トナムでは養殖事業がほとんどすべて個人の企業意欲と民間の技術によっておこなわ

れていることである｡この点で,政府機関その他が多くの試験場をつ くり,活発に種菌生産や

普及活動をおこなっている タイ国や ラオスと大きく異なる｡南ベ トナムで も1950年代か ら

USOM などの協力で養魚プロジェク トが始まり,現在でも水産局管下の試験場 ･養魚場は9

カ所に存在する｡ しか しその活動は低調で,技術的研究や普及指導はほとんどおこなわれてい

ない｡

民間型であるだけにデルタの養魚家は食物連鎖からみた効率などについてはほとんど注意を

払っていない｡ しかし持ち前の器用さと高温の水,養殖に極めて好適な魚種の存在と高い魚価,

等々の好条件によって,養殖業は有利な事業になっている｡

デルタの水産養殖は,養殖法からみると池中養殖とイケス養殖に,使用水から分けると淡水

養殖と汽水養殖に,養殖種から区分すると魚類養殖とエビ養殖にそれぞれ分類することができ

る｡エビ養殖はクルマエビ類が主で, 海岸部でおこなわれていると言われるが,筆者は調査の

機会を得なかった｡淡水魚類養殖で筆者が観察 した養殖種は下記の9種である｡

Cahe(Puntzlu∫aZzu∫)

Camevinh(Punt2'usgonz'onotu∫)

Cachai(Le27obarbu∫hoevem')

Cachep(q少rZlnuscarP2'0)

Catra(Panga∫2-u∫mzlcronemu∫)

Catrevang(CZarz'a∫macroce2/zaZu∫)

Caloc(Channa∫tn'ata)

Cabong(Channamz●croPeZte∫)

Caphi(Ti'ZaPz'amo∫∫ambi(a)
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これらの養殖のうち巌も一般的なものは Catraの池中養殖と Caloc,Cabong,Caheの

イケス養殖であるo Catraの養殖はデルタ中でごく一般的であるが, 特にメコン･バサ ック

の本流添いに多い｡素掘りの池あるいはクリーク中の仕切り囲いの中で飼養されている｡ イケ

ス養殖はバサック上流部の ChauDoc周辺で特に盛んで, 水産属のスタッフによれば, デル

タ全域で約8,000のイケスがあるという｡ 網部が狭いので換水率は惑いが, かなりの流速のあ

る河川中に係留されているので, 相当高密度の飼育が可能である｡ 10×4×2.2m 程度のイケ

スで年に 6′-7mtの生産が可能という｡

コイとティラピア以外の 魚種は, その種菌をすべて 天然の稚魚に依存 している｡ 採集地は

LongXuyenか ら上流, 特に ChauDocからカンボジア国境付近が多い｡ 現在のところ資蘇

的な問題はないが,大壷採集が困難なことや採集運搬の費用がかさむために,種菌単価は時と

して非常に高くなる｡

デルタの自然的立地条件は,池中養殖にとってはあまり好適とは言えない｡即ち,豊富な水

量が周年得 られる利点がある反面,土地が低 く地下水位が高いため池の排水が困難であり,か

つ池水面の高さの日変動があって特に止水施肥養魚において水質の完全管理がおこないにくい

といった不利な点がある｡この点イケス養魚はこのような問題を解消 した形式である｡

デルタの養魚をその目的からみると,ほとんどが cashcropを目指 したものであり,自家消

費を主としたいわゆるhomestead丘shcultureはあまり存在 しない｡ これはこの地方における

消費経済の相当高度な発達や,政府機関などの指導のないことにも原観を求められようが,住

民の意識の底に "魚はすでに十分である〝 という観念があることも見逃せない｡

Vl デ ル タ 水 産 開 発 の 請 局 面

デルタの水産開発には当然さまざまな局面があるが,この項ではこれらを次の3点にまとめ

て論を進めることにする｡

1. 内水面捕獲漁業の開発

捕獲漁業の開発には,一方においては漁具漁法の改善による漁獲量と漁獲効率の増進,他方

では資源維持のための適正漁獲量の保持,という相反する要請がある｡

いまデルタの限られた面積の内水面の限られた生産性と,この地方において諸種の規制をお

こなうことの難 しさを考え合わせると, 淡水域における大規模漁業の導入は大いに疑問で あ

る｡む しろ住民の "すなどり〝 の場を将来 も確保 し,小規模漁業の改善整備に留めるほうが現

実的であろう｡

2. 養殖事業の振興

メコンデルタにおける水産養殖事業は,デルタの社会的背景や自然条件からみて有望である
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ばかりでなく,農業開発 との関連において,1)土地改造によって新たに生 じる水体の利用,2)

農耕不通な沿岸部汽水域の活用,3)かんがい用水 ･施設の養魚-の利用,といった点で有利性

をもつ ｡

現在デルタでおこなわれている養魚は小面積の施設での比較的集約的な多給餌養殖の形をと

っているものがほとんどである｡ ところが将来農業開発 ･土地改造がある程度進むと,貯水池

や遊水池のごとき大きな止水体が出現するであろうし,また大型池の造成も容易になるものと

想像される｡このような水域で土地 と水そのものの生産力を利用 しつつ食物環の低位にあるプ

ランク トン食性あるいは草食性の淡･汽水魚種を用い,1)自然生産の助長･管理,2)施肥養魚,

をおこなうことは,デルタの水産養殖の目指すべき一つの大きな道である｡

熱帯地方の淡水の魚類生産性は高い｡メコンデルタの貯水池などでもし適正管理がおこなわ

れるならば,施肥 ･給餌等をおこなわず自然成長によったとしても, 50kg/ha/year程度の魚

類生産をもたらすことになろう｡一般に熱帯地方の管理された浅いダム湖での魚類生産は50′-

80kg/ha/year程度とされている｡ タイ国の Ubolratana(Nan Pong)Reservoirの例をとれ

ば,1971年における年間生産は 2,443mtであり(MekongCommittee,1972),有効水面積を

400km2 とすると単位面積当りの生産量は 61kg/ha/yearとなる｡ また Sidthimunkag/α/.

(1968)によれば,この湖での湛水直後のサンプ リング調査によるstandingcropは 177･7kg/ha

で,これは湛水前の同地方の河のそれの1.5倍に相当する｡

プランク トン食性魚の単養あるいは他種との 混菱に よる施肥養魚では 0･5-1･5mt/ha/year

の生産が期待できよう｡ この場合,物質分解の速い高温下であるため,きゅう肥など有機肥料

が極めて有効であり,養鶏 ･養豚などの畜産と組み合わせれば, し尿処理問題の解決ともなり

有利であるOインドネシアにおけるアヒルとコイの泥菱に例をとると,無給餌で 0･5mt/ha/year

のコイ生産をあげている｡

デルタにおいて養魚を振興するためにまず解決 しなければならない問題は種田の供給である｡

科学技術庁資料 (加福に基づく,1973)も指摘 しているどとく,熱帯モンスーンアジアにおい

ては淡水魚類の産卵場が広 く産卵期も重なり,その結果稚魚の大量捕獲や選別が極めて困難な

ことが多い｡メコンデルタにおいても条件は同一であり,養魚者の増加につれ天然種菌の入手

はますます難 しくなって くるであろうし,さらには遠隔地への運搬の問題 も早晩起 こって くる

であろう｡ これを解決するには各地に試験場あるいはふ化場を設け,人工採卵ふ化や稚魚の蓄

菱をおこなう以外に方法はない｡

農薬問題も重大であるが,ここで論を尽すだけのものを現在筆者は持っていないので,あえ

て言及を控える｡

3) 加工貯蔵技術 ･設備の開発 とマーケッティング機構の整備
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ベ トナム触メコンデルタの 人目を670万人として TablC4か ら1972年におけるデル タでの

percaputafisheryproductionを求めると,全漁業生産物では 26kg/year, 淡水魚では10kg/

yearとなる｡ 生産のすべてを地元消費に向けたとしても, この値は過大消費を示す ものでは

ないが,現実には住民の問では "魚は十分〝 という意識が支配的であり, この傾向は将来もた

やす く変わることはないであろう｡

このような地域にあって水産プロジェク トの円滑な発展を図るには,全体としては生産の目

的をある程度他地方への移出に置くことが必要と思われる｡ここにおいて塩千品製造や冷蔵等

の加工保存技術 ･施設の開発と,荷受 ･流通システムの整備が特に必要となってくる｡

Ⅶ デルタの水文的変化と水産業

メコン下流域で将来ひき起こるであろう水文的変化は,直接間接に棲息環境の変化としてデル

タの水族に影響を及ぼす｡この場合上流における水量調節の有無で様相が異なってくる｡

水量調節がおこなわれずデルタ内の水利的整備のみの場合に予想される環境変化の主なもの

は,1)乾田化による雨季の冠水地域の縮小,2)貯水池など永久止水体の出現,3)運河などの流

路の変化,などである｡水産養殖にとってはこのような変化はむしろ有利であり,前述のどと

き池中養殖の不利条件はある程度改善されよう｡ 問題は冠水地帯の湛水面積と湛水期間がどの

くらい縮小されるかにある｡ もし雨季の水没地帯を完全になくして しまうならば,それは取 り

も直さずコイ科 ドジョウ科などの魚類から産卵場の一部と稚魚の成育場を奪い去ることを意味

する｡

上流で水量調節がなされた場合には,先にあげた変化の他に,1)河状係数の低下,2)それに

伴 う流速 ･塩分濃度分布 ･pH ･栄養塩類量などの変化, 3)上流からの泥土量の変化による栄

養塩類や河床地形の変化,などが考えられる｡ このような変化は微妙かつ複雑で,それに伴う

魚相 ･魚類の生活パターン･漁獲量とその組成などの変化を現在の資料をもって予測すること

はほとんど不可能である｡

上記いずれの場合でも,水に "遊び〝 がないと魚は育ちにくい｡産卵場となりまた稚魚の揺

藍となる浸水原はこの遊びの一例である｡また,河やクリークの入り江やよどみも同じくその

一例であることは,蛇行する流路を直行させコンクリー トの護岸をほどこした日本の河川のい

くつかでは,ある種の魚類が水質汚染によらず して減少あるいは消滅して しまっていることを

みても了解されるであろう｡ デルタ開発のための水利設計の際に心を用いるべき問題である｡
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