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Abstract   A single specimen of the rare velvetfish Cocotropus keramaensis, collected 
from the sandy bottom at 53–58 m depth off the Kerama Islands, Okinawa, Japan during 
dredge surveys in 2017, represents the second collection record for the species, and first 
with fresh coloration. Morphological characters, including squamation and osteology, are 
described in detail from radiographs, and scanning electron microscope (SEM) and 
computed tomography (CT) images. A published underwater photograph taken off Iriomote 
Island, Okinawa was also identified as C. keramaensis. Diagnostic characters of the species 
were revised as follows: XII, 9 or 10 dorsal fin rays; II, 7 anal fin rays; 12 or 13 pectoral fin 
rays; 25 or 26 vertebrae; 3 or 4 + 4–8 = 7–12 gill rakers; 5 distinct preopercular spines; 
upper jaw longer than lachrymal; 1 small papilla on posterior portion of maxilla; 4 distinct 
papillae on outer edge of lower jaw; 2nd sensory pore on lower jaw on both sides fused; 
anterior tip of isthmus attaining to position of 5th mandibular pore; 4 dorsal spines anterior 
to 3rd neural spine; a large light-colored region anteriorly on spinous dorsal fin; a dark 
region between maxilla, suborbital stay and lachrymal; many pupil-sized dark spots 
scattered on pectoral fin; a large blotch below bases of posterior dorsal fin spines; an eye-
sized blotch below bases of anterior dorsal fin soft rays; head and body reddish when fresh. 
CT scanning revealed a connection between the sensory pores on the lower jaw and the 
mandibular canal openings in this species.

*Corresponding author: Department of Zoology, National Museum of Nature and Sciences, 
4–1–1 Amakubo, Tsukuba, Ibaraki 305–0005, Japan (e-mail: s-gento@kahaku.go.jp)

マスダオコゼ属 Cocotropus Kaup, 1958はイボ
オコゼ科 Aploactinidaeに含まれる小型魚類

で，西部太平洋からインド洋まで 16種が知られ
ている（Nelson et al., 2016）．中坊・甲斐（2013）
によれば，本属魚類はこれまで有効種として 5種
が日本から報告されていた．

2017年に広島大学調査船豊潮丸が慶良間諸島
の近海でドレッジによる底生動物調査を行った際

に，水深約 50 mの海底から 1個体のイボオコゼ
科魚類が採集された（Fig. 1A）．この標本は，左
右の鰓膜は喉部から離れ，肛門は臀鰭起部の直前，
背鰭が 1基，腹鰭が 1棘 3軟条および左右の前頭
骨隆起が平行に走ることからマスダオコゼ属と同
定できた（Imamura and Shinohara, 2008）．さらに
精査した結果，これまで 1個体しか採集例がな
かった稀種ケラマオコゼ Cocotropus keramaensis 

イボオコゼ科の稀種ケラマオコゼの色彩と
骨学を含む形態学的特徴
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Fig. 1.　Cocotropus keramaensis collected from Kerama Islands, Okinawa, Japan. A, NSMT-P 130170, 
28.7 mm SL, fresh (upper) and preserved (lower) condition; B, NSMT-P 61997 (holotype), 34.4 mm 
SL, preserved condition. Characteristic color patterns indicated by encircling dots: a, large light-colored 
region anteriorly on spinous dorsal fin; b, a dark region between maxilla, suborbital stay and lachrymal; 
c, many pupil-sized dark spots scattered on pectoral fin; d, a large dark blotch below bases of posterior 
dorsal fin spines; e, an eye-sized dark blotch below bases of anterior dorsal fin soft rays.
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Imamura and Shinohara, 2003であることが明らかに
なった．また，本種の生鮮時の色彩の情報はこれ
まで不明であった．本研究では本標本の外部形態
や骨学的情報も詳しく調べ，色彩や模様などの新
知見を加えた新たな標徴を提示する．

材 料 と 方 法

計数計測と測定方法は主に Eschmeyer（1969）
に従った．涙骨長は Imamura and Shinohara（2003）
に従い，主上顎骨の前端から涙骨第 2棘の後端ま
での距離とした．測定はデジタルノギスで 0.1 
mm単位まで行った．標準体長（standard length）
は SL，頭長（head length）は HLとして略記した．
頭部の棘の名称の日本語訳は尼岡（1984）に従っ
たが，その中で言及されていない opercular spine
は主鰓蓋骨棘とした．頭部感覚孔や体側鱗の観察
にはサイアニンブルー（Cyanine Blue）染色を用
いた（Saruwatari et al., 1997）．
体表や内部骨格の観察には実体顕微鏡の他にマ

イクロ X線 CT撮影装置 inspeXio SMX-225CT FPD 
HR（島津製作所，京都）を用いた（撮影条件：
115 kV，70 µA，スライス厚 22 µm）．三次元再構
成画像の作成には VGStudio MAX 3.3（ボリュー
ムグラフィックス，名古屋）を使った．脊椎骨と
その他の骨学的形質の観察には軟エックス線撮影
装置も用いた．鰓耙については実体顕微鏡の他に
走査型電子顕微鏡（SEM）（日本電子株式会社，
東京）も用いて観察した．
本研究で用いた全ての標本は国立科学博物館

（NSMT）に保管されている．

Cocotropus keramaensis Imamura and Shinohara, 2003
ケラマオコゼ

（Figs. 1–5, 6A; Table 1）

Cocotropus keramaensis Imamura and Shinohara, 2003: 234, 
fig. 1; Fricke, 2004: 2; 渡井ほか , 2009: 119; Prokofiev, 
2010: 723; 中坊・甲斐 , 2013: 714, unnumbered fig.

Cocotropus keramensis [sic]: Johnson, 2004: 180.
Cocotropus spp. (in part): 石田 , 1998: 212, unnumbered 

fig.

記載標本　1個体：NSMT-P 130170，28.7 mm SL，
沖縄県渡嘉敷村慶良間諸島ナガンヌ島南西
（26˚14.56'N, 127˚31.33'E）， 水 深 53–58 m，2017年 5
月 17日，広島大学調査船豊潮丸，篠原現人ほか，

ドレッジ．
記載　計数値と計測値は Table 1に示す．体は

楕円形で，頭部と胴部は側扁する．眼は大きく，
眼窩径は吻長とほぼ等しい．瞳孔は小さい乳頭状
突起に囲まれる．両眼間隔域は狭い．頭部背面に
は前頭骨隆起が発達し，左右の隆起は平行に走る．
鼻孔は前後に広く離れ，前鼻孔は管状．眼上棘，
翼耳棘，頭頂棘および後側頭棘が 1本ずつあり，
いずれも先端が鈍い（Fig. 2）．涙骨棘は 2本で，
どちらも先端が鈍く，第 2棘は主上顎骨の上後縁
に達する．眼下棘は 2本で，先端は鈍い．上顎長
は涙骨長より長い．主上顎骨の後半部側面には 1
個の小さな乳頭状突起がある．下顎はわずかに上
顎より前に出る．口裂はやや斜位．両顎には絨毛
状の歯帯が発達する．鋤骨には両顎と同様の歯が
並ぶ．口蓋骨には歯がない．下顎の外縁には 4個
の乳頭状突起が並ぶ．頤部には瘤状の皮弁が 3個
ある．下顎腹面には左右合計で 9個［4対（第 1, 
3–5感覚孔）＋１個（第 2感覚孔）］の下顎感覚
孔がある（Fig. 2）．鰓膜は喉部から離れる．喉部
の前端は左右の第 5下顎感覚孔（Fig. 2）を結ぶ
直線に達する．前鰓蓋骨棘は 5本で，いずれも先
端が鈍く，最下方にある第 5棘は退化的で最も上
に位置する第 1棘が最大．第 1棘の基部に付属棘
はない．主鰓蓋骨棘は 2本．側線鱗は筒状で，間
隔をあけて配列し，側線管は各鱗間で不連続．最
後の側線鱗は尾鰭の基底上より後ろにある（Figs. 
2–3）．肛門は臀鰭起部の直前．鰓耙は瘤状で小さ
く，多くの小棘に覆われる（Fig. 4）．擬鰓はない．
背鰭は高くて大きく，鰭膜背縁はほぼ直線．そ

の棘条部と軟条部の境界は不明瞭で，第１軟条の
近位担鰭骨は第 12脊椎骨の上方に位置する（Fig. 
3）．背鰭起部は眼窩前縁の直上．背鰭第１棘はや
や後方に湾曲し，他の背鰭棘より太くて頑強で，
側面には 5枚（右体側は 4枚）の小皮弁がある．
同様の皮弁は背鰭第 2棘に 4枚，第 3–4棘にそれ
ぞれ 3枚，第 4–10棘にそれぞれ 2枚，残り 2棘
（第 11–12棘）にそれぞれ 1枚ある（全て左右同数）．
最後の背鰭軟条は尾柄部背縁と尾鰭第 1鰭条の基
部付近に鰭膜でつながる．臀鰭は背鰭に比べると
低く，基底長は短い．臀鰭起部は背鰭第 12棘と
第 1軟条の間を通る垂線下に位置する．胸鰭は台
形で大きく，後端は臀鰭起部を超える．腹鰭は細
長く，肛門にとどかない．尾鰭の後縁は円い．背
鰭，臀鰭，胸鰭，腹鰭および尾鰭の各軟条は全て
不分枝（Fig. 3）．尾柄は低い．
鱗は小さくて皮下に埋没し，頬部，鰓蓋部およ
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び体を覆い，背鰭，胸鰭および尾鰭の各基底部に
も分布する（Fig. 2）．
鼻骨は管状で無棘．涙骨は大きく，その第 2棘

は後方に張り出す．第 2眼下骨の後端は前鰓蓋骨
の第 1棘の基部に固着する（Fig. 5A）．眼の後方
には眼下骨はない．歯骨上の下顎管開口部は 5個
で（Fig. 6A），第 1開口部は歯骨の前端にあり前
方を向き，その他は下面を向くが，第 2開口部だ
けはやや体の内側に傾く．第 1–2神経棘は短くか
つ前傾する．背鰭第 1–4棘の近位担鰭骨は頭蓋骨

上にある．背鰭第 4棘と第 5棘の近位担鰭骨はそ
れぞれ前後の近位担鰭骨とは連結しない．第 1–4
脊椎骨には上神経骨のみが，第 5脊椎骨には上神
経骨と肋骨が，第 6–8脊椎骨には肋骨のみが付着
する（Fig. 5）．

色彩　生鮮時は頭部，体および各鰭は赤色で，
涙骨，眼下骨，背鰭基底周辺，背鰭後半，臀鰭，
尾鰭および腹鰭は赤みが濃く，吻，上顎，頬部，
側頭部，背鰭の前半，体側の大部分および基底を
含む胸鰭の大部分は赤みが淡い（Fig. 1A）．下顎

Table 1.　Comparison of counts and measurements of new and holotype specimens of Cocotropus keramaensis

Present specimen Holotype*
28.7 mm SL 34.3 mm SL

Counts
Dorsal fin rays XII, 9 XII, 10
Anal fin rays II, 7 II, 7
Pectoral fin rays (left/right) 12/13 13/13
Segmented caudal fin rays 7 + 7 = 14 7 + 7 = 14
Gill rakers (1st arch on right, upper + lower) 3 + 4 = 7 4 + 8 =12
Vertebrae 25 26

Proportional measurements (% SL)
Head length (HL) 42.4 42.0
Snout length 11.1 11.4
Orbital diameter 11.2 11.1
Lachrymal length 12.0 14.3
Upper jaw length 14.7 16.0
Lower jaw length 17.9 19.5
Interorbital width 7.7 6.7
Predorsal length 16.5 17.8
Preanal length 64.6 69.4
Length of dorsal fin base 82.8 82.2
Length of anal fin base 22.0 22.7
Caudal peduncle length 14.9 13.1
Caudal peduncle depth 11.9 10.2
Pectoral fin length 34.0 32.7
Pelvic fin length 20.6 21.9
Length of 1st dorsal fin spine 31.9 28.6
Length of 2nd dorsal fin spine 28.8 27.7
Length of 1st anal fin spine 5.4 7.3

Proportional measurements (% HL)
Snout length 26.4 27.1
Orbital diameter 26.1 26.4
Lachrymal length 28.3 34.0
Upper jaw length 34.6 38.2
Lower jaw length 42.3 46.5
Interorbital width 18.2 16.5

* All data from Imamura and Shinohara (2003).
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腹面，喉部，鰓蓋縁辺下部は灰色．背鰭第 1–6棘
および 7–12棘に抹茶色の雲状斑が 1個ずつある．
背鰭棘状部前部（第 1–5棘）の鰭膜に赤みがかっ
た大きい淡色域が 1個あり，黒い箔状の斑点が散
在する．主上顎骨から涙骨を経由して眼下骨棚に
かけて連続する濃赤色の暗色域が 1個ある．背鰭
第 8–10棘の基底と側線の間には眼よりも大きい
灰色の斑紋が 1個ある．背鰭第 3–4軟条の基底と
側線の間には眼とほぼ同じ大きさの赤色斑紋が 1
個ある．胸鰭には瞳孔大の褐色の不定形斑紋が散
在する．エタノール保存下においては，生鮮時に
淡い赤色だった部分は淡い白色に変わり，その他
の部分は全て暗色となる（Fig. 1B）．

分布　沖縄県慶良間諸島南の水深 85 m（Imamura 
and Shinohara, 2003），同諸島ナガンヌ島南西の水深
53–58 m（本研究）および沖縄県西表島水深 8 m（石
田 , 1997）．

備考　本記載標本は Imamura and Shinohara（2003）
示したケラマオコゼの標徴形質とほぼ一致したが，
背鰭の軟条数と総脊椎骨数で若干の違いが見られ
た（Table 1）．さらに鰓耙数においてはやや顕著な
違いが観察されたが，イズオコゼ Cocotropus 
izuensis Imamura, Aizawa and Shinohara, 2010のように
鰓耙数の変異幅が大きい同属種（Imamura et al., 

2010では 0–3 + 4–9 = 4–10）もいるので，背鰭軟条
数と総脊椎骨数を含めて，いずれの違いも種内変
異の範囲に収まるものと判断した．
本記載標本が採集された場所は，本種の模式産

地から北東約 40 kmの海域であった．同海域では

Fig. 2.　CT images of lateral and ventral surfaces of Cocotropus keramaensis, NSMT-P 130170. 
Dotted lines indicate sensory pores of lower jaw (numerals correspond to 1st–5th sensory pores). 

Fig. 3.　Radiographs of Cocotropus keramaensis, A, 
NSMT-P 130170, 28.7 mm SL; B, NSMT-P 61997 
(holotype), 34.4 mm SL. Dotted line, boundary between 
dorsal fin spines and soft rays. Black arrow-head, position 
of 12th vertebra; white arrow head, last lateral line scale.
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広島大学の調査船により毎年ドレッジによる生物
採集調査が実施されているが，本種だけでなく，
マスダオコゼ属魚類そのものが採集されることは
極めて稀である．なお今回の標本は白色の砂底か
ら採集されたので，本種も他のイボオコゼ科魚類
と同様に砂地を生息地としていると考えられる．
ホルマリン固定後にエタノールで保管されてい

たケラマオコゼ Cocotropus keramaensisのホロタイ
プには体に暗色斑・模様が認められていた（Imamura 
and Shinohara, 2003: 234–235, fig. 1）．ホロタイプと
本記載標本を比較した結果，5つの模様で次のよ
うな共通の特徴が見いだされた（Fig. 1）：背鰭棘
条部の鰭膜前部にある大きな淡色域（図中の領域
a）；主上顎骨から涙骨を経由して眼下骨棚まで連
続する暗色域（領域 b）；胸鰭に散在する瞳孔大の
暗色斑紋（領域 c）；背鰭棘条部の基底後部と側線
の間の眼よりも大きい斑紋（領域 d）；背鰭軟条部
の基底前部と側線の間の眼とほぼ同じ大きさの斑
紋（領域 e）．ケラマオコゼを除くマスダオコゼ属
の全 15種と比較すると，次の 5種は上記のどの特
徴も有しない：Cocotropus astakhovi Prokofiev, 2010；
Coccotropus dermacanthus (Bleeker, 1852)；マスダオ

コゼ Cocotropus masudai Matsubara, 1943；Cocotropus 
richeri Fricke, 2004；Cocotropus steinitzi Eschmeyer 
and Dor, 1978（Matsubara, 1943；Eschmeyer and Dor, 
1978；Fricke, 2004；Imamura and Shinohara, 2008；
Prokofiev, 2010；Allen and Erdmann, 2012；Han et al., 
2016）．次の 2種は主上顎骨から涙骨を経由して眼
下骨棚まで連続する暗色域があること以外の特徴
を共通しない：Cocotropus ekasae Prokofiev, 2010；
Cocotropus microps Johnson, 2004（Johnson, 2004；
Prokofiev, 2010）．また，次の 4種は胸鰭に散在する
暗色斑紋以外の特徴をもたない：ヒョットコオコ
ゼ Cocotropus larvatus Poss and Allen, 1987；ヒゲモ
ジャオコゼ Cocotropus possi Imamura and Shinohara, 
2008；Cocotropus roseus Day, 1875；Cocotropus 
roseomaculatus Imamura and Shinohara, 2004（Day, 
1875；Poss and Allen, 1987；Imamura and Shinohara, 
2004，2008；小枝・本村 , 2018；Ray and Mohapatra, 
2018）．さらに，イズオコゼは背鰭棘条部の鰭膜前
部にある大きな淡色域，主上顎骨から涙骨を経由
して眼下骨棚まで連続する暗色域および胸鰭に散
在する瞳孔大の暗色斑紋をもたず，対照的に
Cocotropus monacanthus Gilchrist, 1906は背鰭棘条・
軟条部基底と側線の間に斑紋がないことでケラマ
オコゼから識別できる（Smith, 1949，1958；Poss, 
1986；Imamura et al., 2010）．残り 2種の Cocotropus 
altipinnis Waite, 1903と Cocotropus echinatus (Cantor, 
1849)は詳細な色彩の記載や標本写真・生態写真
が報告されたことがないが，原記載とその図から
背鰭棘条部の鰭膜前部に大きな淡色域と胸鰭に暗
色斑紋がそれぞれないことで本種と異なると判断
できる（Waite, 1903: fig. 2 on pl. 5；Cantor, 1849: pl. 8）．
したがって 5つの模様に関する特徴は本種の新た
な標徴形質とするのが妥当であると判断された．
一方，生時や生鮮時の色彩が報告されている種と
比較すると，ケラマオコゼは全体的に赤みがかる
ことで，ヒゲモジャオコゼ（暗褐色），ヒョットコ
オコゼ（灰色），C. dermacanthus （黄褐色）および C. 
micropus （灰褐色） から識別できることがわかった
（Allen and Erdmann, 2012；Poss and Allen, 1987；

Johnson, 2004；小枝・本村 , 2018）．
これまで日本近海から報告されているマスダオ

コゼ属未同定種と比較した結果，石田（1997）が
種の同定が困難であるとした西表島産のマスダオ
コゼ属の一種 1（全長 8 cm）の生態写真に次の模
様や色彩が一致している：背鰭棘条部の前部に大
きい淡色域が 1個ある；主上顎骨から涙骨を経由
して眼下骨棚にかけて連続する暗色域が 1個あ

Fig. 4.　SEM images of 1st gill arch and rakers (right 
side) of Cocotropus keramaensis, NSMT-P 130170.  A, gill 
arch; B, gill rakers. Bar 0.5 mm.
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る；胸鰭に瞳孔大の斑点が散在する；背鰭棘条部
の基底後部と側線の間には灰色の斑紋が 1個あ
る；背鰭軟条部の基底前部と側線の間には眼とほ
ぼ同じ大きさの赤色斑紋が 1個ある；生鮮時に赤
みがかった色彩を示す．この写真個体はさらに背
鰭が大きいこと，背鰭の背縁がほぼ一直線で棘条
部と軟条部の区別が不明瞭であることでも一致す
ることから，本種であると結論した．本種がこの

サイズまで大型化することと水深 8 mというこれ
までの記録よりもかなり浅い場所に出現すること
が本研究で初めて確認された．
マスダオコゼ属の中には、下顎感覚孔数が左右合

計で 9の種と10の種がいる（Imamura and Shinohara, 
2003，2004，2008；Fricke, 2004）．下顎感覚孔数が 9個
の場合は下顎先端の感覚孔が 1個で，残りが 4対あり
（中坊・甲斐，2013），ケラマオコゼもこの状態を示す（Fig. 

Fig. 5.　CT images of skeleton of Cocotropus keramaensis, NSMT-P 130170. A, lateral view of head 
and anterior body; B, frontal view of head; C, dorsolateral view of head and anterior body.



篠原現人・今村　央8

2）．マスダオコゼ属以外のイボオコゼ科に広く見られ
る状態を推定するためにイボオコゼ Aploactis aspera 
(Richardson, 1845)，アブオコゼ Erisphex pottii (Steindachner, 
1896）およびカゴシマオコゼ Paraploactis kagoshimensis 
(Ishikawa, 1904)の 3属 3種を選び，ケラマオコゼの下
顎管開口部と比較した．その結果，Imamura and 
Shinohara（2003: figs. 3，5）の“第 1下顎感覚孔 ”は歯
骨前端から 2番目の下顎管開口部につながっているこ
とが明らかになった．したがって，この感覚孔は第 2下
顎感覚孔と呼ばれるべきものと判断した（Fig. 6）．同様に，
Imamura and Shinohara（2003: figs. 3，5）が図示する第

2下顎感覚孔は第 1下顎感覚孔である．また，ケラマ
オコゼは第 2下顎感覚孔の癒合に加えて，この感覚
孔につながる左右の下顎管開口部が接近していると
いう特徴が見られた．イボオコゼ，アブオコゼおよび
カゴシマオコゼにおいても第 2下顎管開口部は第 3–5
開口部より体の内側に寄っていた．第 2下顎感覚孔
が癒合する状態はイボオコゼ科の中ではマスダオコ
ゼ属内の一部の種や Prosoproctus pataecus Poss and 
Eschmeyer, 1979で知られていた（Poss and Eschmeyer, 
1979: fig. 1；Imamura and Shinohara, 2003: fig. 5）．第 2下
顎感覚孔が一つに癒合することや左右の下顎管開口

Fig. 6.　CT images of mandibular canal openings (a–e). A, Cocotropus keramaensis, NSMT-P 130170, 
28.7 mm SL; B, Aploactis aspera, NSMT-P 2286, 65.6 mm SL; C, Erisphex pottii, NSMT-P 19158, 
60.3 mm SL; Paraploactis kagoshimensis, NSMT-P 69988, 75.0 mm SL.
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部が接近することはカサゴ目の中では稀な形質であり
（篠原・今村，未発表データ），派生状態と考えるの
が妥当である．この派生形質の分布を調べることは，
イボオコゼ科内の系統類縁関係を推定する上で有効
と考えられる．

2番目の標本が発見されたことによってホロタ
イプのみに基づいていた本種の標徴形質を次のよ
うに変更する：背鰭条数 XII, 9–10［Imamura and 
Shinohara（2003）では 10軟条；以下同様］；臀鰭
条数 II, 7；胸鰭条数 12–13（13）；総脊椎骨数
25–26（26）；第 1鰓弓鰓耙数 3–4 + 4–8 = 7–12（4 
+ 8 = 12）；前鰓蓋骨棘は 5本；上顎は涙骨より長
い；主上顎骨後方に 1個の小さい乳頭状突起があ
る；下顎の外縁には 4個の乳頭状突起がある；左
右の第 2下顎感覚孔は癒合する（第 1下顎感覚
孔）；喉部前端は左右の第 5下顎孔を結ぶ直線の
位置に達する；頭骨と第 3神経棘の間には 4本の
背鰭棘が挿入する；背鰭棘条部前部に大きい淡色
域が 1個ある（新規）；主上顎骨から涙骨を経由
して眼下骨棚にかけて連続する暗色域が 1個ある
（新規）；胸鰭の瞳孔大の斑点が散在する（新規）；
背鰭後部棘条部基底と側線の間に大きな斑紋が 1
個ある（新規）；背鰭前部軟条部基底と側線の間
に眼と同サイズの斑紋が 1個ある（新規）；生時
と生鮮時に赤みがかった色彩を示す（新規）．

比較標本　ケラマオコゼ Cocotropus keramaensis：
NSMT-P 61997, ホロタイプ，34.4 mm SL，沖縄県慶
良間諸島渡嘉敷村（25˚59.5'N, 127˚13.6'W），水深 85 
m，1998年 5月 28日；イボオコゼ Aploactis aspera：
NSMT-P 2286，65.6 mm SL，神奈川県三浦市三崎，
1964年；アブオコゼ Erisphex pottii：NSMT-P 19158，
60.3 mm SL，静岡県伊東市，採集日不明；カゴシマ
オコゼ Paraploactis kagoshimensis：NSMT-P 69988，75.0 
mm SL，アンボン島，1992年 11月 27日．
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