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Abstract   A single large specimen [197.8 mm standard length (SL)] of the genus Chaunax 
Lowe, 1846 (Lophiiformes: Chaunacidae), captured during a commercial bottom trawl at 
a depth of 150–250 m off Cape Daio-zaki, Shima, Mie Prefecture, Japan on November 
2016. Lacked markings on the body surface, thereby differing clearly from the three 
Japanese congeners (Chaunax fimbriatus Hilgendorf, 1879, Chaunax penicillatus 
McCulloch, 1915 and Chaunax abei Le Danois, 1978) known to date. Subsequently 
identified as Chaunax apus Lloyd, 1909, the specimen was characterized as follows: body 
without marking, reddish dorsally and paler ventrally (fresh condition), becoming 
uniformly whitish (preserved) ; tips of cirri on esca partially dark; dorsal surface of head 
lacking cirri; head length 39.3% SL; and 3 neuromasts in upper preopercular series, 3 in 
lower preopercular series, and 15 in pectoral series. The specimen represents both the 
northernmost and easternmost records of the species in the Pacific Ocean, in addition to 
being the first from Japanese waters. Intraspecific variation was noted in the count of 
spinules bridging the lateral-line complex (4–5 pairs in the present specimen vs. usually 3 
pairs in previous reports of the species). The need for reconsideration of two of the three 
species groups recognized in the genus Chaunax [C. abei (including C. apus) and C. 
fimbriatus species groups] was discussed from the viewpoint of new morphological data 
obtained from the above specimen. The new standard Japanese name “Akafusen” is 
proposed for C. apus, in referring to its characteristic body shape and color.

*Corresponding author: Laboratory of Marine Biology and Biodiversity (Systematic 
Ichthyology), Graduate school of Fisheries Science, Hokkaido University, 3–1–1 Minato-
cho, Hakodate, Hokkaido 041–8611, Japan (e-mail: koican16@gmail.com)

フサアンコウ科フサアンコウ属 Chaunax Lowe, 
1846は極域を除く全大洋の水深 90 m以深

に分布・生息する底生性魚類で，頭幅は狭い，鰓
孔は小さい，前上顎骨後縁の欠刻は浅い，背鰭棘
条数は 3で第 1棘以外が皮下に埋没する，臀鰭は
5–7軟条（通常 7），誘因突起は短い，体表は密に
並んだ微小棘を備える，溝状の側線系が頭部，体
側および尾部に縦走するなどの特徴で定義される
（Caruso, 1989, 1999）．本属は現在 25有効種を含

み，多くの種が体背面に黄色または緑色斑をもち，
それらの特徴が重要な種の分類形質の一つとされ
て い る（Caruso, 1999, 2007；Ho and Shao, 2010；
Ho et al., 2015, 2016；Ho and Ma, 2016）．
これまで日本近海から報告された本属魚類 3種

（ホンフサアンコウ Chaunax fimbriatus Hilgendorf, 
1879，ハナグロフサアンコウ Chaunax penicillatus 
McCulloch, 1915およびミドリフサアンコウ Chaunax 
abei Le Danois, 1978）は，いずれも体表面に黄色ま
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たは緑色斑を備えることが知られる（Ho et al., 
2013；山田・柳下，2013）．今回，三重県志摩市大
王崎沖で操業した沖合底曳き網漁にて，体背面に
斑紋を欠くことで日本産の既知 3種とは明瞭に異
なる 1標本が得られた．本報では本標本を Chaunax 
apus Lloyd, 1909に同定し，本標本の形態特徴を詳
細に記載するとともに本種の新標準和名を提唱し
た．
計数・計測方法および側線系の定義・名称は

Ho et al. (2013)に従った．計測形質はデジタルノ
ギスを用いて 0.1 mm単位で計測した．脊椎骨数，
背鰭鰭条数，および胸鰭鰭条数は軟 X線写真を
撮影して計数した．標準体長（standard length）は
SLで，頭長（head length）は HLでそれぞれ示した．
本研究で観察した標本は京都大学魚類標本コレク
ション（FAKU）に登録され，舞鶴水産実験所に
て保管されている．

Chaunax apus Lloyd, 1909
アカフウセン（新称）

（Figs．1，2） 

Chaunax apus Lloyd, 1909: 169, fig. 6A in p. 169 and fig. 
6 in pl. 45 [original description; type locality: Bay of 
Bengal off Akyab, Myanmar, Investigator station 379, 
530 fathoms (= ca. 969 m)]; Ho and Last, 2013: 444, 
fig. 6; Ho et al., 2015: 307, fig. 4C (off Java, 
Indonesia); Ho and Ma, 2016: 190 (Madagascar, South 
Africa, Kenya and Mozanbique); Ho et al., 2016: 130 
(Indian Ocean); Fricke et al., 2018: 89 (Madagascar); 
Psomadakis et al., 2019: 330 (Myanmar); Ho, 2019: 
401, unnumbered photographs (southern Taiwan).

記載標本　FAKU 142955，197.8 mm SL，三重県
志摩市大王崎沖，水深約 150‒250 m，2016年 11
月 18日採集，田城文人．

Fig. 1.　Fresh specimen of Chaunax apus, FAKU 142955, 197.8 mm SL, off Cape Daio-zaki, Shima, 
Mie Prefecture, Japan, 150–250 m depth. Upper, lateral view; lower, dorsal view.



日本初記録のフサアンコウ属魚類 205

記載　計数値：背鰭鰭条数（dorsal-fin rays）III，
12；臀鰭鰭条数（anal-fin rays）7；胸鰭鰭条数
（pectoral-fin rays）12；尾鰭鰭条数（caudal-fin rays）

9；脊椎骨数（vertebrae）20．側線系感丘数：AB
（supraorbital series）11；BB’（anterior lateral-line 

proper）4；BD（upper preopercular series）3；CD
（infraorbital series）5；DG（lower preopercular 

series）3；FG（hyomandibular series）3；GH（pectoral 
series）15；BI（lateral-line proper）34．
計測値（% SL）：頭長（HL）39.3；頭幅（head 

width）14.9； 背 鰭 前 長（pre-dorsal length）46.9；
鰓裂前長（pre-gill opening length）58.7；前鰓蓋骨
前長（pre-preopercular length）32.7；上顎長（upper 
jaw length）19.8；誘因突起長（illicial length）3.2；
誘因突起溝長（illicial trough length）5.7；背鰭後
長（post-dorsal fin length）21.2；肛門後長（post-anus 
length）32.5；臀鰭後長（post-anal fin length）18.8；
尾柄高（caudal peduncle depth）7.3；尾鰭長（caudal 
fin length）26.8．
計測値（% HL）：頭幅（head width）37.8；前鰓蓋

骨前長（pre-preopercular length）83.0；上顎長（upper 
jaw length）50.3；誘因突起長（illicial length）8.1；誘
因突起溝長（illicial trough length）14.5；眼径（eye 
diameter）18.6；尾柄高（caudal peduncle depth）18.5；
尾鰭長（caudal fin length）68.3．
体は楕円形でやや縦扁し，尾部は円錐形．体高

は背鰭起点付近で最大になる．頭部は大きく，や
や縦扁する．腹面は平坦．皮膚は厚く，ゆるい．
尾柄部は短く，わずかに側扁する．眼は丸く，上
側方を向き，透明な膜に覆われる．両鼻孔は吻端
付近に位置し，前鼻孔は筒状の皮弁に囲まれ，そ
の縁辺は前部より後部の方が高い．後鼻孔は円
形．口は大きく，上位で，ほぼ垂直に開く．下顎
は頑健で，上顎よりも前方に突出する．体表の多
くには単尖頭および二尖頭の細長い小棘が混在す
る．ただし，以下の部位は小棘を欠く：眼，側線
感丘上，胸鰭背面の先端半分および腹面の全域，
腹鰭，臀鰭とその基底部，尾鰭の下縁および全て
の鰭膜．側線感丘は側線上に開孔し，ほぼ等間隔
に並ぶ．側線感丘長は側線感丘間隔長より短い．
側線感丘の上下両側の小棘数は 4‒5．歯は細長く，
円錐形で，内側に向かって湾曲する．上顎歯は同
大でやや不規則に 6列に並ぶ．下顎歯は同大でや
や不規則に 4列に並ぶ．上顎歯と下顎歯は同大．
誘引突起（＝背鰭第 1棘）（Fig. 2）は太く，きわ
めて短い．擬餌状体は塊状で，多数の太い毛状皮
弁を備える．これらの毛状皮弁は誘引突起柄のお

よそ中間の位置から擬餌状体の先端まで密に生え
る．背鰭第 2棘は誘引突起に近接し，皮下に埋没
する．背鰭第 3棘は，上顎縫合部から背鰭第 1軟
条までのおよそ中間に位置し，皮下に埋没する．
背鰭軟条部は，第 1軟条が最も短く，第 2軟条長
のおよそ 2分の 1．背鰭軟条は全て不分枝．胸鰭
は扇形を呈し，第 6軟条が最長で，第 7軟条から
徐々に短くなる．胸鰭軟条は全て不分岐．臀鰭は
軟条のみで構成され，第 1軟条が最も短く，全て
の鰭条が不分枝．尾鰭は截形で，第 9軟条が最も
短い．尾鰭第 1，第 8および第 9軟条は不分枝で，
他は分枝する．糸状皮弁が両顎（上顎は下顎より
も少ない），側線系 EHに沿った体側域，鰓裂下
方および尾柄部の側線系 BIの直上に沿って 1列
になってわずかに分布する．頭部背面はそれを欠
く．
体色　生鮮時（Fig. 1）における体の色彩は，

背面が一様に赤色で腹面が白桃色．背鰭は鰭条が
赤色で，鰭膜はほぼ透明．臀鰭は鰭条が桃色で，
鰭膜はほぼ透明．腹鰭は基本的に白色で，一部が
赤色を呈する．胸鰭は中央から先端付近にかけて
基本的に赤色で，基部付近と末端は白色．胸鰭の
鰭膜はほぼ透明．尾鰭は鰭条が赤色で，鰭膜はほ
ぼ透明か，やや赤みがかる．体背面に斑紋を欠く．
誘因突起柄と疑餌状体は赤色．擬餌状体の毛状皮
弁は一様に赤色か，部分的に先端部のみが褐色
（Fig. 2）．誘因突起溝は浅い．体の糸状皮弁は白
色．固定後の標本では，赤色域が退色し，一様に
白色を呈する．
分布　本種はインド―西部太平洋に広く分布

Fig. 2.　Illicium and esca in Chaunax apus, FAKU 142955.
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し，南アフリカ，モザンビーク，ケニア，マダガ
スカル，ベンガル湾，アンダマン海，ジャワ島，
台湾南部および三重県沖からの記録が知られる
（Lloyd, 1909；Ho et al., 2015；Ho and Ma, 2016；

Psomadakis et al., 2019；Ho, 2019；本研究）．
備考　本標本は，生鮮時の色彩が一様に赤色で

体背面に斑紋がなく，同様の特徴は，Chaunax 
apus，Chaunax mulleus Ho, Robert and Stewert, 2013，
Chaunax russatus Ho, Robert and Stewert, 2013（一部
の個体は体背面に地色よりも暗い染み状の斑紋を
も つ ），Chaunax brachysomus Ho, Kawai and Satria, 
2015および Chaunax hollemani Ho and Ma, 2016の 5
種で知られる（Lloyd, 1909；Ho et al., 2013, 2015；
Ho and Ma, 2016；Ho, 2019）．本標本は，頭部背面
に糸状皮弁がないことで，頭部背面に糸状皮弁を
備える C. hollemaniとは明らかに異なる．さらに以
下の形質で他の 3種とも異なり C. apusのみに一
致する：体は固定後に一様に白色（C. apusは一様
に白色で，C. russatusは体背面に不明瞭な暗色の
染み状斑が散在），擬餌状体の毛状皮弁は部分的
に褐色部をもつ（C. apusは部分的に先端が褐色と
なり，C. mulleusと C. russatusはそれぞれ褐色部を
欠く），HLが 39.3% SL（C. apusは 37.3–40.3%で，C. 
brachysomusは 44.4%），側線系 BDにおける感丘数
が 3〔C. apusは 2–3（通 常 3）で，C. brachysomus
は 2〕，DGが 3（C. apusは 3で，C. brachysomusは
2），GHが 15〔C. apusは 14–17（ 通 常 14） で，C. 
mulleusは 11–15（通常 12），C. russatusは 10–14（通
常 13），C. brachysomusは 12–13〕（Ho et al., 2013, 
2015, 2016；Ho and Ma, 2016；Ho, 2019）．しかし，C. 
apusにおける側線感丘の両側の小棘数が，Ho et 
al.（2016）および Ho and Ma（2016）では主に 3で
あるのに対し本標本では 4–5であり，わずかに異
なっていた．一方，この差異は同属他種で知られ
る種内変異の範囲内であること〔C. mulleusおよび
C. russatusでは 1–3（通常 1）：Ho et al., 2013, 2015, 
2016；Ho and Ma, 2016〕，ならびに，Ho and Ma（2016）
と Ho et al.（2016）にて C. apusにも本形質に種内
変異が存在することが示唆されていること（ただし，
具体的な情報は示していない）から，本研究では
これを C. apusの種内変異と判断した．
現在，フサアンコウ属 25種は 3つの種群（C. 

abei種群，C. fimbriatus種群および C. pictus種群）
に大別されている（例えば Ho et al., 2015；Ho and 
Ma, 2016）．これらのうち，C. apusを含む C. abei
種群（12種）は，Ho and Shao（2010）によって
新設され，類似する C. fimbriatus種群（9種）と

は次の 2形質で区別される：前者は頭部背面に糸
状皮弁を欠く（vs. 後者は備える）；側線感丘両側
の小棘数が 1–3（vs. 3以上）（Ho and Shao, 2010）．
一方，本標本は頭部背面に糸状皮弁を欠くが，側
線感丘両側の小棘数は 4–5であり，両種群の特徴
を持ち合わせている．加えて，同じく C. abei種
群に含まれる C. brachysomsも同様の特徴（頭部
背面に糸状皮弁を欠く；小棘数が 4）をもつこと
も知られる（Ho et al., 2015）．したがって，これ
ら 2種群においてはその定義について再検討が求
められる．
本種はインド―西部太平洋の広い海域から知ら

れるが，太平洋における分布北限および東限は台
湾近海であった（Ho, 2019）．したがって本標本は，
本種の国内初記録に加え，太平洋における北限お
よび東限記録となる．本研究では本種に対し，
FAKU 142955に基づき新標準和名「アカフウセン」
を提唱する．これは本種の背面からの外観が赤色
の風船に見えることを由来とする．
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