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�

（１）�目� 的�

青森県陸奥湾から放流されたマダラの移動・分

布や放流効果を把握するため，�地独�青森県産業

技術センター水産総合研究所と共同で課題を分

担し，市場調査と漁獲統計調査を行う。平成 ��

年度は北海道南部のマダラ漁獲量の変動を整理

し，陸奥湾の漁獲量変動と比較する。また，過去

に北海道から標識放流されたマダラの移動・分布

についての知見を整理する。平成 �� 年度は市場

調査を実施し，標識魚の発見に重点をおく。なお，

本課題は平成 ��，�� 年度に水産庁補助事業「栽

培漁業資源回復等対策事業� 陸奥湾・太平洋北海

域マダラ」で実施した。�

�

（２）� 経過の概要�

本報告は，北海道実施分について平成 �� 年度

栽培漁業資源回復等対策事業報告書および栽培

漁業回復等対策事業（平成 ��～�� 年度）総括報

告書より転載した。従って，青森県で実施したマ

ダラ人工種苗の標識放流や陸奥湾の漁獲量など

については，前述した栽培漁業資源回復対策等事

業報告書を参照していただきたい。�

ア� 平成 ��年度�

（ア）漁獲統計調査�

北海道水産現勢を基に，���� 年以後の道南の

マダラ漁獲量を整理した。�

（イ）その他関連調査�

文献等から，過去に外部標識を装着して放流された

マダラの移動・分布について整理した。�

イ� 平成 ��年度�

（ア）漁獲統計調査�

前年度報告に平成 ��，��年の漁獲量を追加した。�

（イ）市場調査�

南かやべ漁業協同組合大船支所（図１）に調査員を

配置し，平成 ��年 �	月から �
年２月に水揚げされた

マダラの全長測定と標識（腹鰭切除，腹鰭抜去，リボ

ンタグ，アンカータグ，ディスクタグ）の有無を調査

した。全長は 	���単位で測定し，腹鰭切除および抜

去による標識については，左右どちらか一方の腹鰭が

明らかに短い（反対側の３分の２以下を目安）場合を

標識魚とした。ただし，血がにじむなど網の擦れによ

り腹鰭が短くなったと判断された場合は標識魚としな

かった。�

�

（３）� 得られた結果�

ア� 平成 ��年度�

（ア）漁獲統計調査�

北海道のマダラ漁獲量の推移を図２に示した。

漁獲量は ����年以後では ����年の７万トンをピ

ークに �		� 年までは減少していたが，その後横

�

図１� マダラ市場調査位置�
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ばいから増加に転じ，�		� 年は ���	�� トンであ

った。�		� 年の支庁別漁獲量を図３に示した。

北海道では道東での漁獲量が多く，根室支庁の漁

獲量は �
�
�� トンで，全道の ��％を占めていた。

道南の渡島支庁の漁獲量は，���	� トンで全道の

６％であった。�

道南の函館市，戸井町，恵山町，椴法華村およ

び南茅部町は，�		� 年 �� 月１日に合併して函館

市に，また，上磯町，大野町は �		� 年２月１日

に合併して北斗市となったが，ここでは合併前の

市町村単位での漁獲量を示した。津軽海峡に面す

る市町村の位置を図４に，各市町村別の漁獲量の

推移を図５～７に示した。漁獲量の少なかった福

島町を除くと，漁獲量の変動パターンは，津軽海

峡内と津軽海峡東口に分けられた。すなわち，津

軽海峡内の知内町，木古内町，旧上磯町，旧函館

市の漁獲量は，���� 年から減少し，���
 年以後

は増加していない点で共通していた。また，津軽

海峡東口の旧戸井町と旧恵山町の漁獲量は，����

年から ���� 年にかけて減少し，�		� 年まで増加

傾向を示すが，その後再び減少していた点で共通

していた。次に，陸奥湾，津軽海峡内および津軽

図２� 北海道におけるマダラ漁獲量の推移�
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図４� 津軽海峡に面する市町村の位置�

福島町

知内町

木古内町

旧上磯町�
旧函館市�

旧戸井町

旧恵山町�

津軽海峡

海峡内

東口

太平洋�

日本海

図５� 津軽海峡各市町村のマダラ漁獲量の推移���
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図７� 津軽海峡各市町村のマダラ漁獲量の推移���
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図６� 津軽海峡各市町村のマダラ漁獲量の推移���
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海峡東口の漁獲量変動について比較した。陸奥湾

の漁獲量は，����年の ��	
�トンをピークに ����

年以後急減し，その後大幅な増加は見られなかっ

た（平成 �� 年度栽培漁業資源回復対策事業報告

書 
� 頁参照）。陸奥湾の漁獲量変動と図８に示

した津軽海峡内および津軽海峡東口の変動を比

較すると，陸奥湾と津軽海峡内の漁獲量は，����

年以後減少し，その後大幅な増加をしていないこ

とで一致したが，津軽海峡東口では �		� 年にか

けて顕著に増加していた点で陸奥湾とは明らか

に異なっていた。�

津軽海峡内と津軽海峡東口の年別・月別漁獲量

を図９に示した。���� 年までは，漁獲の開始時

期は津軽海峡東口の方が海峡内より１～２ヵ月

早く，ピークは海峡東口では ��～�� 月，海峡内

では ��～１月であった。津軽海峡東口では延縄

と１本釣りが主体で，漁獲水深は �		ｍ以深と推

察され，津軽海峡内での漁獲は定置網と底建網が

主体で，漁獲水深は �	ｍ以浅と推察された。こ

れらのことから，マダラは津軽海峡東口から海峡

内へ移入するとともに深所から浅所に移入する

と考えられた。���� 年以後は津軽海峡内では漁

獲はほとんど見られず，また ���� 年以後は海峡

東口では漁獲量のピークが ��～�� 月に見られた

他に２～３月にも見られるようになった。�

渡島東部海域に面する市町村の位置を図 �	に，

各市町村別の漁獲量の推移を図 �� に示した。旧

椴法華村，旧南茅部町および鹿部町の漁獲量変動

については，３地点で共通するパターンは見られ

なかった。また，陸奥湾と図 �� に示した渡島東

部海域全体の漁獲量変動は異なっており，渡島東

部海域の変動は津軽海峡内や津軽海峡東口の変

動とも異なっていた。�

�

図 ��� 渡島東部海域に面する市町村の位置�
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図 ��� 渡島東部各市町村のマダラ漁獲量の推移�
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図９� 津軽海峡内と津軽海峡東口の月別マダラ漁獲量の推移�
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渡島東部海域で最も漁獲量の多かった旧南茅

部町の年別・月別漁獲量を図 �
 に示した。旧南

茅部町ではほぼ周年漁獲があり，漁獲のピークを

むかえる月は年により異なっていた。次に，産卵

期と思われる �� 月と１月の旧南茅部町の漁獲量

を図 �� に示した。�� 月の漁獲量は ���
 年以後

少ない状態が続いており，１月の漁獲量は ����

年までは少ない状態であったが，���� 年以後多

くなっていた。図には示していないが，２月も１

月と同様の傾向であった。�

以上のことをまとめると，陸奥湾と津軽海峡内

の漁獲量の変動は共通していたが，陸奥湾と津軽

海峡東口の変動は異なっており，また陸奥湾と渡

島東部海域の変動も異なっていた。菅野ら（�		�）

は，����～���� 年の漁獲量を因子分析で解析し，

陸奥湾と青森県側の津軽海峡は，漁獲量の変動傾

向を共通にする１つの魚群の分布域であると報

告している。本調査の結果も含めると，陸奥湾，

青森県側の津軽海峡および北海道側の津軽海峡

内は，漁獲量の変動傾向を共通にする１つの魚群

の分布域であると推察される。また，陸奥湾のマ

ダラの資源変動を引き起こす要因として，高津

（����）は，稚仔の育成場である陸奥湾の水温と

津軽暖流の流入状況を上げており，小田切ら

（�		
）は，親魚が回遊する経路にあたる津軽暖

流の流勢を上げ，津軽暖流の流勢は ���� 年以後

強くなる傾向がみられることを報告している。こ

れらのことから，北海道側の津軽海峡内の資源変

動も，津軽暖流の流勢やその水温により強く影響

されていると考えられる。次に，本調査では，津

軽海峡内の漁獲量が急減した ����～���
 年の後

から，津軽海峡東口では漁獲量のピークが ��～

�� 月の他に２～３月にも見られるようになった

こと，渡島東部海域では �� 月の漁獲量が減少し，

１～２月の漁獲量が増加したことを示した。小田

切・須川（�		
）は，陸奥湾では ���	 年代の豊

漁年には漁獲の５割以上は �� 月であったが，不

漁年が続く近年の漁獲盛期は２月にずれこむこ

とを報告している。このように �� 月の漁獲量が

図 ��� 旧南茅部町の ��月と �月のマダラ漁獲量の

推移�
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図 ��� 旧南茅部町の月別マダラ漁獲量の推移�
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図 ��� 渡島東部海域のマダラ漁獲量の推移�
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減少し，１～３月に漁獲量が増加することは，陸

奥湾，北海道側の津軽海峡東口および渡島東部海

域に共通してみられる現象であった。また，小田

切・須川（�		
）は，津軽暖流の流勢は ���� 年

から上昇に転じて ���� 年頃から強勢になってお

り，産卵群が陸奥湾へ �� 月に回帰するためには

津軽暖流が弱勢（親潮系水の強勢）であることを

条件の一つとしてあげている。北海道側の津軽海

峡東口と渡島東部海域において，漁獲量が �� 月

から１～３月にシフトした時期と津軽暖流が強

勢になった時期はほぼ一致していたことから，��

月は津軽暖流の影響によりマダラにとって生息

しにくい環境が続いていると推察された。�

（イ）その他関連調査�

天然親魚の移動・分布については，藤沢・夏目

（����）により報告されているので，以下に要約

を記す。����～���
 年１月に津軽海峡に面する

知内町及び木古内町沖から産卵直前のマダラに

ディスク標識を装着して 
�
 尾放流した（図 ��）。

放流サイズは大半が全長 �	� 以上であった。放

流魚 �� 尾が再捕され，再捕率は ���
％であった。

放流魚の大半は津軽海峡から太平洋側に短期間

で移動し，その一部は北海道太平洋岸沿いに �		

日以上かけて道東の厚岸町沖まで移動すること

が確認された。青森県での再捕は，平館で �� 日

後，佐井村で 
�	 日後にそれぞれ１尾再捕された

のみで，陸奥湾への産卵回遊は少ないと考えられ

た。翌年の産卵期には再び木古内湾で再捕されて

いることから，産卵回帰することが示唆された。

また，産卵場は木古内湾の沖合域であると推察さ

れた。�

山田（�		
）によると，陸奥湾から標識放流さ

れた成魚は，本州日本海側では富山県新湊，本州

太平洋側では宮城県金華山沖，北海道日本海側で

は羽幌沖でも再捕されているが，道南から道東太

平洋にかけての再捕が多く，最も東側では歯舞諸

島で再捕されていた。また，福田ら（����）によ

ると，陸奥湾放流魚の産卵回帰性はかなり強いと

報告されている。�

以上のことから，北海道木古内湾と青森県陸奥

湾のマダラ成魚の主群は，産卵後には北海道太平

洋岸沿いに，遠くは道東まで回遊し，その後，産

卵場に回帰すると考えられる。ただし，木古内湾

と陸奥湾の産卵場間でマダラの交流があるかは

不明である。�

幼稚魚（人工種苗）の移動・分布については，

平成７～�� 年度函館水産試験場事業報告書に記

載されているので，以下に要約を記す。 ���
～

�		� 年に津軽海峡東口の恵山町沖からマダラ人

工種苗 �		���� 尾を放流した（図 ��）。そのう

ち，����
� 尾については，鰭カットやディスク

標識などで放流種苗とわかるようにした（表１）。

放流は６月と �� 月を中心とする夏季の前後に行

った。放流サイズは，６月放流が概ね全長 �		

未満，�� 月放流が ��	 以上であった。夏季前

に放流した種苗については，�			 年 �� 月９日に

恵山町尻岸内沖 ��� マイル，水深 ��	ｍで漁獲さ

れた全長 �����，体重 ��
�� の雌の個体は，鰭

の切断痕から ���� 年６月に放流した群の１尾と

推定された。夏季後に放流した種苗では， �		�

年 ��月に平均全長 ���で放流した種苗が ��尾

（再捕率 ���％），�		� 年 �� 月に平均全長 �
�

で放流した種苗が �	 尾（再捕率 ���％）再捕さ

れた（表２，図 ��）。�� 月に放流した種苗は，

放流翌年の１月頃まで放流海域の沿岸に生息し，

その後，放流海域の深所に移動すると推察され

た。放流翌年の３～９月の再捕例は２例（４月に

戸井町，５月に苫小牧市）しかないため，その期

間の分布海域や水深は明らかとならなかった。放

流翌年の �	 月から翌々年４月には放流海域の深

�

図 �	� マダラ天然親魚の放流地点（★）�
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図 �
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所に生息し，タラ延縄漁には全長 ����� 以上，体

重 ���� 以上で漁獲加入していた。これらの再捕

魚はいずれも成熟していなかった。以上のよう

に，�� 月に放流した種苗の移動・分布や成長に

関する知見は若干得られたが，人工種苗を越夏さ

せる場合，自然海水では水温が高く斃死するた

め，陸上施設で冷却海水を用いて育成する必要が

ある。そのため，コストや施設規模を考慮すると，

安価な人工種苗を大量放流するためには，夏季前

に放流を実施する必要がある。しかし，夏季前に

放流した人工種苗については，１尾しか再捕され

ておらず，放流技術の基礎的な知見は十分得られ

なかった。�

�

表１� 恵山町におけるマダラ幼稚魚の放流一覧�

放流年 月 日 放流場所 平均全長 平均体重 放流数 標識数
���� ��� 種類 部位 色 文字 番号

���� � 	
 山背泊沖 �� 
 ���	� �	 鰭カット 第一背鰭
���� � 	� 山背泊沖

大澗沖

 � ��
�� ���� リボン 第二背鰭後基部 緑 エサン

���� � �� 山背泊沖 � � ����� � リボン 第一背鰭後基部 黄
���� � 	� 山背泊沖 � � ����� 

 リボン 第一背鰭後基部 青
���� �� 	� 山背泊沖 �	 �	 
�� �
� スパゲティ(128尾)

アンカー(345尾)
ダート(16尾)

第一背鰭後基部

��� � 	� 山背泊沖 �� ��
 ��
 鰭カット 第三背鰭
��� � 	� 山背泊沖 
� 	���� 	���� 鰭カット 第三背鰭
��� �� �� 日浦沖 �� �� 	��
� 	��
� 鰭カット 第三背鰭＋右腹鰭

���
 � �� 山背泊沖 �� � 	��� ��� 鰭カット 第二背鰭
���
 � �� 山背泊沖 ��  ��� ��� 鰭カット 第二背鰭
���
 � �� 女那川沖 �� 	 ��	�� � 無標識
���� � �
 山背泊沖 �� � 	���� 	���� 鰭カット 第三背鰭
���� � �
 山背泊沖 � � 	�
�	 ��� 鰭カット 第三背鰭
���� �� 	� 山背泊沖 	�� ��� �� ��� 背骨型ディスク 第一背鰭後基部 黄
	��� � �� 大澗沖 �� 	 ����� ��
 鰭カット 第二背鰭
	��� � �� 大澗沖 �� 	 
��
� � 無標識
	��� � �� 大澗沖 � 	 ����� ����� 鰭カット 第二背鰭
	��� � �� 大澗沖 
� � ��
 ��
 鰭カット 第二背鰭
	��� �� �� 大澗沖 �� �� 
� 
� 背骨型ディスク 第一背鰭後基部 黄 ﾊｺﾀﾃ 700番台
	��� � 	� 山背泊沖 �	� 		� 		� 背骨型ディスク 黄緑 ﾊｺﾀﾃ ����		�
	��� � 	� 山背泊沖 	
 ������ � 無標識
	��� � 	� 山背泊沖 �� ��� � 無標識
	��� � �� 山背泊沖 ��	 		 ����� ����� 背骨型ディスク(425尾)

鰭カット(971尾) 第一背鰭
黄緑 ﾊｺﾀﾃ 	�����

	��� � �� 山背泊沖 �	 � ����	 � 無標識
	��� � �� 山背泊沖 �� � ���� � 無標識
	��� �� 	� 大澗沖 	�
 	�	 ��
 ��� 背骨型ディスク 第一背鰭後基部 黄緑

黄
赤

ﾊｺﾀﾃ
ﾊｺﾀﾃ
���

������

������
�������

	��	 � � 山背泊沖 
 � ��� � 無標識
	��	 �� 		 大澗沖 	�� ��� 
�� 
�� 背骨型ディスク 水 ﾊｺﾀﾃ �������

合計 ������� 	����

標　　　　識

表２� 恵山町から放流したマダラ幼魚の再捕結果�

放流年月日 再捕年月日 経過日数 再捕場所 水深 漁具・漁法
��� 形状 色 文字 番号 全長(mm) 体重(g) 全長(mm) 体重(g) 全長(mm) 体重(g)

���������� ���������� � 恵山町女那川沖 25～30 サケ定置網 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ ��� ��	 �
	 － － － －
���������� � 恵山町中浜沖 �
 タコ空縄 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ ��� �	
 ��� － － － －
���������� � 恵山町御崎沖 �
 刺網 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ  �	� ��� － － － －
���������� 	 恵山町中浜沖 15～23 サケ定置網 ﾃﾞｨｽｸ 黄 ﾊｺﾀﾃ �� ��� �	 － － － －
���������� �� 恵山町豊浦沖 �� ホッケ刺網 ﾃﾞｨｽｸ 赤 ��� �� ��� �
 － － － －
��������� �� 恵山町女那川漁港内 �� 釣り遊漁 ﾃﾞｨｽｸ 黄 ﾊｺﾀﾃ �� �
	 �� － － － －
��������� 
� 恵山町恵山沖 ��� 一本釣 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ �� ��� �	� － － － －
�������� �� 恵山町御崎沖 ��� ホッケ刺網 ﾃﾞｨｽｸ 赤 ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �	


�������� �� 恵山町日浦沖 ��� 一本釣 ﾃﾞｨｽｸ 黄 ﾊｺﾀﾃ �� ��
 �	� ��� ��� �
 ��

�����
�� ��� 苫小牧市勇払沖 	� 刺網 ﾃﾞｨｽｸ 黄 ﾊｺﾀﾃ �� �� �� ��� �
 � ����

��������� �� 椴法華村沖 �� ホッケ刺網 ﾃﾞｨｽｸ 赤 ��� ��� �

 ��� �
� ��� �
 ���

���������� ��� 恵山町御崎沖 �� タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ ��
 ��� ��� 	�� ��� ��� ���

��������� 	
� 恵山町御崎沖 �� タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ 	� �� ��� 		� ��� �	� ��

�����	�� 
�� 恵山町 �
� タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ ��� ��
 �	� 			 ��� ��� ���

��������� 
�� 恵山町大澗沖 160～170 タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 黄緑 ﾊｺﾀﾃ �� ��� �
� 	
	 ��
 ��	 ���

���������� ��������� �� 戸井町戸井漁港 � 釣り遊漁 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ �� �	� �	� �	� ��� � ���

���������� �
 恵山町古武井沖 釣り遊漁 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ ��� �	� �	� － － － －
�������� 	� 恵山町日浦漁港沖 �� ﾎﾃｲｳｵ刺網 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ �
� ��� �� ��� ��� �� 	


�������� 	� 恵山町日浦漁港沖 �� ﾎﾃｲｳｵ刺網 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ 	�	 ��	 ��� － － － －
������� 	� 恵山町豊浦沖 �� ﾎﾃｲｳｵ刺網 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ ��� �
� ��� ��
 ��� �
 �

�����	�� ��� 戸井町釜谷漁港 � 釣り遊漁 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ ��� �
� ��	 ��	 ��
 � �	�

���������� ��� 恵山町大澗沖 �
� タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ �� �� ��� 	�� �	� ��� 	��

���������� ��� 恵山町大澗沖 ��
 タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ 	�� ��� ��� �� 
�� �	 ��

���������� ��� 恵山町大澗沖 �� タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ ��� �
� �
� 	�� ��� ��� 
�
���������� 	�� 恵山町大澗沖 ��� タラ延縄 ﾃﾞｨｽｸ 水色 ﾊｺﾀﾃ �� �	� �
� 	�
 

� ��� 	��

成長量標　　　　識 放流時 再捕時

������ ���	
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イ� 平成 ��年度�

（ア）漁獲統計調査�

北海道のマダラ漁獲量は，昭和 ��年以降では平成６

年の７万トンをピークに ��年まで減少していたが，そ

の後横ばい状態が続き，		年では ��万トン（一部未

集計）であった（図 ��）。北海道南部の漁獲量につい

ては，市町村ごとに整理したところ，津軽海峡内，津

軽海峡東口および渡島東部の３海域（図 ��）にまとめ

られた（平成 	�年度栽培漁業資源回復等対策事業報告

書参照）。津軽海峡内の漁獲量は，昭和 �� 年（�� ト

ン）から平成３年（��
 トン）まで増加したが，その

図 ��� ����年 ��月と ����年 ��月に恵山町沖から放流したマダラ幼魚の再捕位置，経過日数および再捕尾数�
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後５年（	�トン）にかけて急激に減少し，それ以降回

復しておらず，		年では８トン（暫定値）であった（図

	�）。津軽海峡東口の漁獲量は，昭和 
�年（�
�トン）

から平成元年（���� トン）まで増加し，その後４年

（�� トン）にかけて減少したが，その後再び �� 年

（��

	トン）まで増加した。��年以降は増減を繰り

返し，		年では ���トン（暫定値）であった（図 	�）。

渡島東部海域の漁獲量は，昭和 
�年以降 ��～��	ト

ンの間で推移しており，		年では ���トン（暫定値）

であった（図 		）。�

（イ）市場調査�

南かやべ漁業協同組合大船支所において，平成

		 年 �� 月から 	� 年１月までに合計 ��� 尾のマ

ダラの全長が測定された（表３）。この中には標

識魚は含まれていなかった。全長測定は抽出して

行ったため，売上伝票に記載されている尾数から

測定個体の抽出率を求める予定であったが，伝票

によって正確な水揚げ尾数を把握できなかった

ことから，抽出率は求められなかった。漁獲量は

�� 月の ����� が最も多かった（表３）。測定個

体の月別全長組成をみると， �� 月は全長 ��～

��� のマダラが主体であったが，�� 月と �	 月は

���� 前後，１月は ���� 前後のマダラが主体とな

っていた（図 	�）。��～�	 月は主にすけとうだ

ら刺網，１月は主にたら刺網で漁獲されていた。�

�

図 ��� 津軽海峡東口のマダラ漁獲量の推移�
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図 ��� 津軽海峡内のマダラ漁獲量の推移�
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表３� 南かやべ漁業協同組合

大船支所におけるマダ

ラ測定尾数と漁獲量�

�

測定数（尾） 漁獲量（kg）

10月 ��� ���

11月 �� ���

12月 ��� �	�

１月 
� �	�

２月 � �

合計 ��� ����


*：集計中
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図 ��� 渡島東部海域のマダラ漁獲量の推移�

�

���

���

���

���

���

��� �� 	� � � 
 � �� �� �� �
 �� ��

�
�

�
�
�
�
�

年

�

図 ��� 南かやべ漁業協同組合大船支所におけるマダラ全長組成�
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