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（１）� 目� 的�

� 道南海域（渡島・桧山支庁管内）におけるホッケの

魚群行動と数量変動を明らかにし，資源評価の精度を

高めると共に資源管理のための基礎資料を得る。

� また，道南海域のホッケの資源状態に関する情報は

漁獲量を指標としており，漁業の状態（天候や水揚げ

体制）によって誤差が含まれると考えられる。このた

め漁獲情報から独立した資源状態に関する指標が得ら

れれば，漁獲情報と合わせることでより正確な資源状

態の把握が期待される。奥尻島周辺海域は道南日本海

におけるホッケの重要な産卵場となっており，ここで

の資源量の指標となるデータを得ることは，きわめて

重要である。一方，ホッケは鰾を欠くことから魚探反

応が弱いことが知られており，これまで魚探による調

査があまり行われていない。そこでホッケの現存量や

水平分布を，計量魚探を用いて調べることが可能かど

うかを検討するための調査を行った。ここではトロー

ルによる魚種確認と２種類の周波数で得られた魚探デ

ータを比較すること（差分法）による魚種判別を試み

た。

�

（２）� 経過の概要�

� 北海道水産現勢を用いて市町村別，月別，漁法別の

漁獲統計資料を集計し，時期別（春季索餌期：１～６

月，秋季産卵期：７～��月），海域別（道南日本海；

瀬棚町～函館市石崎町，道南太平洋；函館市小安町～

長万部町）に分けてその漁獲動向を調査した。また，

漁獲物調査として，日本海海域では松前・奥尻地区に

おいて，太平洋海域では砂原・恵山地区において，春

季索餌期と秋季産卵期に，漁法別に漁獲物の生物測定

を実施し，耳石薄片を用いて年齢査定を行った。なお，

漁獲物調査に併せて漁法ごとの漁獲量も収集した。こ

れらの調査結果から，日本海海域，太平洋海域の春季

索餌期，秋季産卵期別に漁獲物の体長組成，年齢組成

および漁獲尾数を推定し，資源評価の基礎資料とした。�

� ７月 ��～��日，９月６～��日および ��月５～７日

に奥尻島周辺の海域で計量魚探��	
���を用いた調査

を行った（図１）。データの解析には �������を用い，

������������������������������������を行い ��分布

を得た。また，魚群反応のあった地点で魚種確認のた

めとロール調査を行った。また，この海域の魚群の移

動状況を把握するため標識放流を行った。

�

（３）� 得られた結果�

ア�漁獲量�

道南海域におけるホッケの漁獲量は，� !�年代後半

には２万トン台まで増加したが，�  �～����年は �"#

万トン前後で推移した（図２）。���#年以降は漁獲量
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が急減し，１万トンを下回っている。�

海域別にみると，道南日本海では � !#～� ! 年は

�"# 万トン前後の高い漁獲水準で推移していたが，

�  �年には５千トン台まで急落した。�  �～����年は

およそ６千～�"� 万トンの間を２～３年おきに増減を

繰り返しながら推移したが，���#年以降は４千トン前

後で推移している。道南太平洋では � !$年に１千トン

台まで減少した後，増加傾向に転じて �  �年には８千

トン台となった。その後は道南日本海と同様に ����

年まで増減を繰り返し，����～���%年は減少傾向が続

いたが，���!～��� 年は３千トン台となった。�

����年の漁獲量を前年と比較すると（表１），道南

日本海では前年比 #!％の �&�$�トン，道南太平洋では

前年比 !�％の �&��#トン，道南海域全体では前年比 ��

％の #& !$トンであった。漁法別・海域別にみると，

日本海，太平洋とも定置網が大幅に減少した。（表２）。�

月別の漁獲量をみると（図３），日本海海域では春

季，秋季に漁獲のピークがみられ，太平洋海域では春

季に漁獲のピークがみられた。�

�

イ�体長組成�

漁獲物の体長組成および年齢組成についてみると，

道南日本海の底建網では，���! 年は春期に ��～�$��

の � 歳魚（���% 年級）が，秋期には �$�� にモードが

みられる �歳魚がそれぞれ多く漁獲された。��� 年は

春期，秋期とも �$～���� にモードがみられ，� 歳魚

表１� ����年および ����年の漁業種類別ホッケ漁獲量�

（漁獲量：ﾄﾝ)

漁　業 春季索餌期 秋季産卵期 年計 春季索餌期 秋季産卵期 年計 春季 秋季 年計

道 定置網類 ��� ����� ����	 
�	�� 
���� ����� 	
 �	 �


南 まき網 � � － － －

日 刺    網 ��� ��	 	�� 
�� �� 
�� �
 
�� �
�

本 そ の 他 �� �� ��� �� �
 ��
 �� �� ��

海 小    計 ����� ��	�	 
�	�
 
���� 
�
�� ����� 	� �� ��

道 定置網類 		� 
�� �	
 ��� �	� ����� �� �� ��

南 まき網 ��� � ��� ��
 ��
 ��� － ���

太 刺    網 �
� 	�� ����� �	� 	�� ����� �� ��� ���

平 そ の 他 �� �� �� �� 

 �� ��� �� ��


洋 小    計 ���	� ��� 
��	� 
���� ��
 	���
 �
 �� ��

合    計 
���	 
���
 ����� ����� 	���	 ����� �
 �� �	

注）春季索餌期；１～６月、秋季産卵期；７～12月。なお、20��年漁獲量は暫定値。


���年漁獲量 
���年漁獲量 対前年比（％）

表２� 海域別漁法別漁獲量�

漁    業 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ����

道 日 定置網類 ����� 	���� 	���� ���
� 
�	�� 	���� 	���� ����� ��
�
 ����
 ����� ��	�	 ���	
 ���
�

本 中型旋網 �� ��� �� �� �� � ��
 �� � � � �	

南 海 刺    網 ���	� �	� 
�� ����� ��	�� ���
� ��� 	�� ��� ��� �

 
�� ��� ���

海 そ の 他 
�� ��	 	�
 ��	 ��� ��� ��� ��� ��	 ��� ��
 ��� �	� ���

域 小    計 ������ ����� 
���� 	���� ���
� 
���� ���
� ���
� ���	� ��
�� ���
� ����� ����� ���	�

道 太 定置網類 ����� ����
 ���
� ����� ���
� ���
� ���	� ����� ��� �

 ��� ��	
� ����� 
��

平 中型旋網 ��	�� ��
�	 ����� ����� ����
 ��
�
 ����� ����� ��	 ��
 
	� ��� �
� ��	

南 洋 刺    網 ����� ��� ����� ����� ����� ���
� ����� ����
 ��� 	�� 	�� 
�
 ����� ����
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� �
 �� 
� 
� ��� �	 �� �� ��� �� ��

域 小    計 	���� ��
�� 
��	� 	���� ����� 
���
 ��	�� ��
�
 ����� ���
	 ��

� ����� ���	� ��
��

道 海 定置網類 �����
 ���
�
 ����� 
�
�� ����� ����� ����� ���
� ����� ��
�� ��
�� 
���	 	�		� ����	

中型旋網 ��
�� ���	
 ����
 ����� ����� ��
�
 ��
�� ����� ��	 ��
 
	� ��� �
� ��	

南 域 刺    網 ��	�� ����
 ����	 ����� ����	 ����� ���	� ����� ��� ���
� ����� ����� ����� �����

そ の 他 �		 ����� 
�� 	�� �
� ��� �	� ��� ��� ��
 ��	 ��� ��� ���

計 合　　計 �
���� �	���	 ������ ���
�� ������ �����	 ������ ��
�
 ����� 
���� ����� ����	 ���	� ����	

注)　2010年漁獲量は暫定値
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（���%年級）の占める割合が高かった。����年は春，

秋ともに �歳魚（���!年級）が主体となっていた（図

４）。道南太平洋の底建網による漁獲物は，���!年は

����にモードをもつ �歳魚（���%年級）が多く漁獲さ

れた（図５）。��� 年には �$�� にピークを持つ � 歳

魚（���!年級）と，����にピークをもつ �歳魚（���%

年級）が漁獲された。���� 年は ��～���� にピークが

みられ，�歳魚（��� 年級）と �歳魚（���!年級）が

漁獲されたが，�歳魚が占める割合が高い。�

道南太平洋のまき網では，���!年に漁獲量が ��#ｔ

と過去最低を記録した後，��� ～���� 年は増加して

 ��ｔ前後の漁獲があった�表２�。魚体サイズは ��～

�$��の範囲に複数のピークを持ち，年齢は �歳魚が中

心であった（図６）。�

年齢別漁獲尾数（表３，図７）をみると，� 歳魚は

���!年には �#百万尾漁獲されたが，��� 年に $百万

尾，����年には �"!百万尾と減少している。�歳魚は

���!年に #百万尾だったのが，��� 年に �%百万尾に

増加し，����年には !百万尾に減少した。�

以上のように，���!年は日本海（図４），太平洋（図

５）とも �歳魚（���%年級）が主体となっており，新

規加入した ���% 年級の豊度が近年の中では比較的良

好だったことが漁獲量増加につながったと考えられ

る。また，��� 年は各海域で � 歳となった ���% 年級

を漁獲することにより漁獲量が維持されたと考えられ

る。����年は漁獲量が減少し，�歳魚の占める割合が

少なかった。このことから ��� 年級の豊度が低い可能

性が示唆される。�

�

ウ�魚探調査�

� ����年  月  日に行ったトロール調査（表１中の ��）

ではホッケが多く漁獲され，他の魚種はほとんど混獲

されなかった。その他の �回のトロール調査ではホッ

ケの他にスケトウダラやハツメが混獲されたり（��），

ホッケがまったく漁獲されなかった（��）。これらの

データを比較することで，ホッケの魚探データの特徴
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を検討した。それぞれのトロール調査時の魚探データ

について高周波と低周波の平均 ��の差（差分）のエコ

グラム（図８）をみると，実際に曵網したと考えられ

る魚群（図８中の線で囲まれた部分）では ��は他の調

査時に比べ反応が強くなっていた。それぞれの差分の

頻度分布をみると，�� では �#～�%�' に分布の中心が

みられるのに対し，�� および �� では !～���' に分布

の中心がみられ，明らかに差分の頻度分布が異なる。

この値は道北で行われているホッケの同様の調査に比

べやや高い値となっており，吸収減衰（音波が海水の

成分によってエネルギーを吸収されて減衰すること）

等の補正が必要だと考えられるが，ホッケ魚群を区別

できる可能性を示している。今後はさらにデータの蓄

積を計るとともにデータの補正方法等を検討し，ホッ

ケの現存量把握を目指したい。�

�

エ�標識放流�

� ! 月および  月に標識放流を行い，合計 ��# 個体の
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図５� 道南太平洋の底建て網（春期）による漁獲物の体

長年齢組成����
～����年）�

� � �注：年により漁獲尾数が大幅に異なるため，漁獲

尾数軸のスケールが年により異なっている�
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図６� 道南太平洋のまき網による漁獲物の体長年齢組成
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図８� それぞれのトロール調査時の高周波と低周波の平均 ��の差（差分）のエコグラム（線で囲ま

れた部分が実際に曵網したと推定される魚群；左）と線で囲まれた部分の差分の頻度分布（右）

ホッケに標識を装着して放流した（表５）。このうち

�個体が奥尻島周辺の底建網で再捕された（表６）。�
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表３� 道南海域におけるホッケの年齢別漁獲尾数�

(千尾）
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図７�道南海域におけるホッケの年齢別漁獲尾数�

表４� トロール調査の概要�

�� �� ��

月日 �������� �������� ��������	

水深 �

���� ��
���	 �������

時刻 ����
������ ����������� �����������


魚種
ホッケ 	�� ��� �

スケトウダラ �� � �

ハツメ ��� � 
��

マダラ � � �

アサバガレイ �

個体数（尾）

表５� 標識放流の概要�

年月日 �������� ��������

　41°53.3 　41°51.3
������	� ������	�

水深 ��
��
� �
����

標識記号 イフリ２ イフリ２
9100～9204 9205～9309

9415～9420
放流個体数 ��
 ���

放流位置

番号

表６� ホッケ標識放流魚の再捕状況�

再捕年月日 再捕場所 漁法 記号 番号 体長 体重 性 放流年月日
���������� 貝取澗沖（奥尻） 底建網 イフリ２ ���� ���	 ���
 � ��������
���������� 貝取澗沖（奥尻） 底建網 イフリ２ ��� 40ｃｍ 600ｇ � ��������
��������� 貝取澗沖（奥尻） 底建網 イフリ２ ���� 39ｃｍ 450ｇ � ��������

������ ���	
 ���������

����




