
体以下の低密度な地点は，東部域と中山川河口，St６，

St．２７に認められ，もっとも東部よりの地域では，１０個

体以下の非常に低密度な地点が多い．

２．種の多様性

各地点より得られた介形虫類の種数は１～５１と幅があ

る．Shannon-Weaver 関数を用いて，各地点の多様度指

数を算出した．その分布を Fig．９に示す．種の多様性も

個体密度と同様に西部において高い値を示し，東部に向

かって徐々に低い値を示す傾向が認められる．しかし，

河口域の地点のみ，個体密度は比較的に高いが，種の多

様性は低い傾向を示す．多様度指数３以上の高多様度地

点は，西部の来島海峡周辺の砂およびシルト質砂が分布

する地域に集中する．多様度指数２以上３未満の比較的

に多様度の値が高い地点は，上記の高多様度地点の周辺

に分布する．多様度指数２未満の値が低い地点は，湾中

央から東側の粘土質シルト，シルト質粘土が分布する地

域および，すべての河口域に認められる．

３．介形虫群集の分布

各地点の種構成と産出頻度に基づく類似性を客観的に

認識するためにはQモードクラスター分析を行った．

この分析には，介形虫を５０個体以上含む２６試料を用いた．

また，１試料中に１％以上含まれる７５種のみを用い，産

出頻度が非常に低い介形虫種は除いた．類似度指数には

相関係数（r）を用いて，最遠隣方式により樹状図をえ

がき，４つの群集を識別した（fig．１０）．Fig．１１はその４

つの群集の分布を示している．個体数が少ないためにク

ラスター分析に用いなかった試料は，分析に用いた試料

と産出する種を比較し，それぞれの群集に特定した．以

下に，各群集の分布と特徴種を述べる．

（１）群集A（Association A）

西部の海峡に近い St．３および６，７，２６の４地点に分

布する．水深は１９～３３．８m，いずれも砂底の地点である．

各地点において，Aurila cf. Kiritsubo の産出頻度がもっ
とも高く，St．３では２４．４％を占める．また，群集内での

平均産出頻度（PA）は１９．６％である．次いで Trachyleberis
sp．１（PA＝８％），Neonesidea oligodentata （PA＝６．４％），
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Table２．Number of individual specimens of the ostracode species included in Association A in Hiuchi-nada Bay.
（ ）：number of living specimens

－２４－
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Table３‐１．Number of individual specimens of the ostracode species included in Association B in Hiuchi‐nada Bay.
（ ）：number of living specimens

－２５－
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Table３‐２．Continued from Table３‐１．

－２６－
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Table４．Number of individual specimens of the ostracode species included in Association C and D in Hiuchi-nada Bay.
（ ）：number of living specimens

Fig．８．Geographic distribution of ostracode abundance in Hiuchi-nada Bay（number of valves／１００� wet sediment）．

－２７－
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Fig．９．Geographic distribution of ostracode diversity indices in Hiuchi-nada Bay.

Fig．１１．Geographic distribution of ostracode associations in Hiuchi-nada Bay based on Q-
mode cluster analysis.The large solid circles represent the station used in cluster
analysis. The small circles show the stations that were not included in cluster
analysis because of poor specimens. The crosses indicate no ostracode.

Fig．１０．Dendrogram of ostracode association based on Q-mode
（furthest neighbor method）cluster analysis.

－２８－




