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　　We 　examined 　the　e飩 cts　of　catch −and −release 　angling 　on 　the　growth ，　survival 　and 　catchability 　of　white −spot −

ted　charr 　Salvelinus　teucomaenis　in　four　wild 　streams 　in　northern 　Japan．　Investigations　were 　IIlade　twice　at　each

stream ．　We 　angled 且sh 　with 　live　bait　and 　caught 　fish　using 　electro 且shillg 　as 　cDntrols ．　Angled　and 　cQntrol 　fish　were

measured 　for　fork　length，　marked 　individually　and 　released ，　Fifty　days　later，　we 　angled 　and 　caught 　by　electrofish
−

ing　again ，　A　total　of　282　angled 　tish　and 　376　control 丘sh 　had 　fork　lengths　of　80．5　to　282．51um ．　Hooking　m 〔〕rtality

within 　a　few　minutes 　was 　6．7％，　which 　agreed 　well 　with 　previous　data　by　studies 　of　catch −and −release 　mortality ，

There 　was 　no 　significant 　diff¢ rence 　in　standardized 　growth　rate 　between　angled 　fish　and 　control 　fish，　The　recap
−

ture　rates 　of　angled 　and 　control 　fish　were 　77，9and 　74 ．2％ respectively ，　suggcsting 　that　the　survival 　rate 　of　angled

fish　is　not 　IGwer　than　that　of　control 　fish．　No　signi 丘cant 　diHセrence 　in　catchabili しy　was 　found　between　angled 丘sh

and 　control 　fisl1．The 　results 　show 　no 　evidence 　that　catch −and −release 　angling 　aff
’
ects 　growth ，　survival 　and 　catcha

−

bnity．　We 　conclude 　that　catch −and −release 　angliDg 　is　eHbctive 　to　sustain 　white
−spotted 　charr 　popula しions．

キ
ー・

ワ
・一ド ： キ ャ ッ チア ン ドリ リ

ー・
ス，遊漁，釣獲，イワ ナ，生残，成長

　近年，余暇の 増 大 や 白然 志向の 高 ま りに 伴い 釣 り人 IJ

が 増加 して お り，特 に 内水 面 で は 釣 り人が 飽和状態 に あ

る と考 え られ る。国 内の 内水 面 に お け る サ ケ 科魚類 を対

象 と し た 遊 漁 者 数 は，第 10 次 漁 業 セ ン サ ス に よ る と

1988 年 に 延べ 143 万 人で あ っ た の に 対 し，1998 侍 に は

223 ヵ人 に 増加 して い る。
い くつ か の 遊漁対象種 で は資

源枯渇が 深刻 な 問 題 とな っ て お り，種菌放流，禁漁 期 や

禁漁区の 設 定 ，体長 制限 な どが 占 くか ら行わ れ て きた 1〕

が，こ れ らの 資源 管理 だ け で は，現在 の 高い 漁獲圧 に 対

応 し きれ な くな っ て い る。そ の た め，釣 っ た 魚 を持 ち 帰

っ て し ま う こ とに よ り資源 枯 渇 が生 じ る とい う考 え か

ら ，持ち 帰 らず 仕 きた ま ま放 流 す るキ ャ ッ チ ア ン ドリ

リ
ー

ス が全 国 的 に 普 及 しつ つ あ る。2：

　 キ ャ ヅ チ ア ン ド リ リ
ー

ス は，釣 ら れ た 個 体 が 死 亡 す る

こ と な く再 び 釣 りの 対象 とな り，冉 生 産 で きれ ば 遊漁資

源 維持 に 効果が あ が る。し か し，釣 りは 個体 に 刈 して ，

針 を刺 す，激 し く暴れ させ る，手で 触る こ とに よ り体表

の 粘膜組 織 を取 る，水 か ら上 げ る な ど，様 々 な要 因 に よ

りス トレ ス を テえ る と 考 え られ る。 生 理 学的 研 究 に よ

り，釣 られ た 個体 は筋肉中の 乳酸塩 の 増加 な ど，釣 獲に

よ り生理 的 ス トレ ス を受け る こ とが報告 され て い る。3
−6〕

また，実 際 に 釣 ら れ た 個体の 死 亡推 移 をい け す な どで 観

察 した 研 究例 が 多数 あ る。こ れ ま で の 研 究 で 得 ら れ た 釣

りに よ る 死 亡 率の 平均値 を概 算 す る と，ニ ジマ ス 伽 一

corhynchtts 　mykiss な どの サ ケ 科 魚 類 や つ ・一ジマ ウ ス バ

ス MicroPterus　salmoides な ど の サ ン フ ィ ッ ン ユ 科で 約 5

％，5
−L2〕

海産 魚 類 で 約 7　％
13・14）で あ る。また，養 殖 され

た イ ワ ナ Salvetintts　leUCO〃maenis ’
を 用 い た 水 槽 実 験 で

は，釣 りに よ る 死 亡率は 5　一一　5　tt　％e と比較 的 高 い 。2）さ ら

に ，キ ャ ッ チ ア ン ド リ リース され た 個 体が生 き残 っ た と

して も，学 習 に よ り釣 られ に く く な る 可 能性 が あ る。実

際 ，養殖 さ れ た ニ ジマ ス や コ イ Crprinus　carPio で は ，

＊ Te1 ： 81−138−40−5585 ，　 Fax ：81−138−40−8857 ．　 Email ： tsuboj＠fish．hokudai ．ac ，jp
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キ ャ ッ チ ア ン ド リ リース 後の イ ワナ の 動向 18／

釣 られ た経 験の あ る個 体 は学 習 効 果 に よ り，釣 られ に く

くな る こ とが 知 られ て い る。15・16）
一

方，野生 化 した プ ィ

ラ ピ ア TilaPia　mossambica で は ，釣 ら れ た 経験 の あ る

個体の 方 が釣 ら れ や す い と い う結果 が得 ら れ て い る。1η

　上 記 の よ う に ，こ れ ま で 多 くの 研 究 に よ り，釣 りが魚

に 与 え る様 々 な影 響 に つ い て 調 べ られ て き た。しか し，

こ れ らの 研究 は 人工 的環境下 で 調べ られ た も の が ほ とん

どで あ り，自然 で の 状況を的確 に 反映 して い る とは 考え

に くい
。 ま た，キ ャ ッ チ ア ン ドリ リー一・

ス さ れ た個 体 は釣

獲 に よ る ス トレ ス や 餌 に対 す る警戒心 の 増大 に よ り，成

長 が低 ドす る こ と も考 え られ る が，リ リー一
ス 後 の 成 長 を

評 価 した研 究 は少 な い 。そ こ で 本 研 究 で は，実際の 遊漁

が行 わ れ て い る環境を よ り反 映 して い る と考 え られ る 臼

然 河 川 に お い て，天 然 の イワ ナ に お け る キ ャ ッ チ ア ン ド

リ リー一
ス 後 の 成 長，生 残 ，釣 られや す さ に つ い て評価 し

た。

材料 お よび 方法

　調 査 場 所 　調 査 を行 っ た河 川 は北 海 道 南部 を流 れ る亀

川 の 支流 で あ る無名の 沢 （KM ） お よび 桂沢 （KK ），厚

沢部川 の 支流 であ る鳥居 の 沢 （AT ）お よび 佐助沢 （AS ）

の 4 河 川 で あ る （Fig．1，　Table　1）。

L8／な お，調 査 区間

の 上 ・卜
．
流端 は い ず れ も魚類 が遡上 で きな い 堰 堤や 滝 に

よって 区 切 られ て お り，イワ ナ は河 川 型 の 生 活 史 を送 っ

て い る。19：1 い ず れ の 調 査 区 間 に お い て も，魚 類 で は イワ

ナ とハ ナ カ ジカ Cottus　no2awae の み が 確 認 さ れ た 。調

Fig．　L　Map 　showing 　location　of　study 　areas ．

Table　l．　Pbys ［cal 　characteristics 　and 　 sample 　size 　of 　each 　surveyed 　stream

・t・eam 　
G
喫黜 ・一 鑼陟 ・

　Avera
理e

stream 　Wldth

　 　〔cm ）

　Average
stream 　depth
　 （cm ）

Number
Qf　tagged

＊ ＊

　 Number
of　recapture

＊＊

KMKKATASTotal ba

乱

b

BAAB 7DO480492675 184365288191 13．126
．217
．813
．9

184 （85）

226 （104）

ア1 （35）
158C39）

639〔263）

151 〔78）

172　〔80 〕

52 （27〕

109 （59〕

484〔：244〕

＊Catcgorized　lo1Lowing　Kani．iH：1
＊＊Numbcr 　of 　lish　captured 　by　angilng 　is　in　parentheses ．
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182 坪井，森 田，松石

査区間で は ，一
般 の 釣 り人 は の べ 23 日間 の 調査 で

．
度

も見 ら れ な か っ た た め ，著者 ら以外 の 釣 り人 に よ る影響

は極 め て 少な い と考 え ら れ る。

　調査　各河川に お い て ，野外調査 を 21・．ll行 っ た。111下1

目の 調査 〔調査 1 ） は 2000 年 5 月 23 日 か ら 6 月 9 日

に か け て 行 っ た。調査 1 で は 調査区間内の 個体 を 釣 ら れ

た 個体 〔釣獲個体） と釣 られ な か っ た 個体 （コ ン ト ロ
…

ル 個体）に グル
ープ分 けす る こ と を 冖的 と し た 。H の 出

直後 か ら正 午頃 ま で 釣 り を行った。釣 り餌は 市販されて

い る 養殖 ブ ド ウ ム シ 〔ハ チ ス ツ ズ リ ガ Paranthrene

re，galeの 幼虫），仕掛 け は ミチ イ ト，ハ IJ ス と もに 0，6

号，針 は 渓流 9号 （か え し付き ：オ
ー

ナ
ー

ば り社製 ）

を使用 L た。釣 っ た魚の 針の 外 し方 は，針 を飲み 込まれ

た 場 合の み ，プラ イヤ
ー

を 使用 し針 を 外 した 。針 を 外 し

た 後，釣獲個体 を バ ケ ツ に 入 れ ，数匹 釣 る ご と に 河 川 内

に 数箇所設置 し た 簡易 い け す に 移 し た 。釣獲終了 後，そ

の ト1の うち に 電気漁具 （ス ミ ス 。ル
ー

ト社製）を 用 い て ，
200 また は 300V の 電圧をかけ て 河川 に 電流を流 し，釣

ら れ な かった 個体 を可 能な限 り捕獲し，それ らを コ ン ト

冂 一
ル 個体 と した。電気漁具 に よ る 影響 を 考慮す る た

め ，電気漁具の 電圧 を コ ン トロ
ー

ル 個体捕獲時 と等 し く

し，い けす の 中の 釣獲個体 に も電気 シ ョ ッ グ を与 え た。

釣獲個体 お よ び コ ン トv −一
ル 個休 の 尾 叉長 を 0．5mm 単

位 で 計測 し た 後，生 存 し て い た 個体 に つ い て 個体識別が

可 能 で あ る ア ン カ
ー

タ グ （H 本 ベ ノ ッ ク 社製，軸長 15

mm ） を 背鰭直下 の 背部 に 取 り付け 放流 し た。な お 死 亡

個体 に つ い て は 標識放流を行わな か っ た。釣獲直後の 死

亡 率 を 算出 し，そ の 信頼区間 を Sokal　and 　Rohlf20／’に 従

い 二 項分布 を用 い て 推定 した。

　2 回 目の 調査 （調査 TU は調査 T か ら 約 501−1後 び）7

JJ　14 「iか ら 8）］3 「1に か け て 行 っ た。調査 H で は釣獲

個体 と コ ソ ト ロ ー
ル 個体の 再捕 を 「1的 と した。釣 りに よ

る 再捕 を行った 後，電気 漁具 に よ る 再捕を 行 っ た 。調査

1 と 同様 に，全 個 体の 尾 叉 長 を計測 した。

　成 長 ・ 生 残 ・ 釣 られ や す さ　釣 獲個 体 とコ ン ト凵 一
ル

個体 で 成 長 を比 較す るた め ，個 体毎 に 調査 1 か ら調査 H

まで の 比 成 長 率 を ド記 の Ricker の 式 に よ り算 出 し た
。

2u

　　　　 ln（FL2）
− ln（FL ，）

　 　 CR ＝
　 　 　 　 　 　 　 　 t

こ こ で ，Gl？は 比成 長率，　 F均 は 調査 皿 で の 尾 叉 長

（mm ），　 FL ，は 調査 T で の 尾 叉．
長 （mm ），1は 調査 丁

か ら調 査 1 まで の 時間 旧 〕で あ る。比 成 長 率は 尾 叉 長

に 依 存 し て い た （GR ＝0．00312 − 1．19x10 −s
　x 　FZb

r
・＝一一

　O，55．　1，　p ＜ 0．0001）。本研究 で は ，大型個体 1よど釣

ら れ や す い 傾向が 見 られ た た め ，成 長率の 低 い 個体が 釣

ら れや す い 傾 向 （擬 似 相 関 ）が 検 出 され る 恐 れ が あ る。

そ の た め ，Yokoyama2z ／’が 用 い て い る 標 準 化 式 と 同 様

に ，尾 叉 長 と独 立 で あ る 標準化 成 長 率 を算 出 し た 。

　　SGR − GR ＋ b（FLo − FL ，）

こ こ で SGR は 標 準 化 成 長 率，　 h は 全 個 体 デ・一タ か ら

得 ら れ た 彪 叉 長 に 対 す る 成長 率 の 回 帰 直線 の 傾 き

（b− − ／lgx10 −5
），　 F跼 は 調 査 」に お け る平 均尾 叉長

（FLo − 150　mln ） で あ る 。河 川 毎 に 釣 獲 個 体，コ ン ト

ロ
ー

ル 個 体そ れ ぞ れ に つ い て 標準化 成 長 率 の 平 均 値 を求

め た 。標準化成長率は 正 規性 お よ び等分 散性 の仮 定 が 満

た さ れ た た め （Ko ！mogorov −Smirnov 検定，す べ て X2＜

2，314，p＞ 0，05 ；Ftnax検定，　 P
”
rnax

＝2．484、　p＞ 0．05），分

散分析 を 用 い て 解析 を行 っ た。従属変数 を標準化成 長

率，独立変数 を 河川 お よ び 調査 1 に お け る釣獲 の 有無

（釣獲個体 また は コ ン トロ
ー一

ル 個体 ） とし，二 元 配置分

散分析 を 行 っ た 。さ ら に，河川毎 に釣獲個体 と コ ン ト

ロ
ー

ル 個 体 の 標 準 化 成 長 率 を比 較 す るた め ，βo瞬 ア剛 忽

の 不 等式を 利用 して 多重比 較 検定 を行 った 。

　釣獲個 体 と コ ン トロ
ー

ル 個 体 で 生残 を比較した。標 識

放流後の 生残 は 直接確認 す る こ と が で きな い た め ，生残

率の 指標 と して再捕率を用 い た。河川 毎 に釣獲個体，コ

ン i・ロ ーJレ個体 そ れ ぞ れ の再捕率 を ド記の 式 を用 い て算

出 した。

　　　　　　　　　　 釣獲個体 の 再捕個体数
　　釣獲個体の 冉 捕率 一
　　　　　　　　　　 釣獲個 体 の 標 識 放 流 数

　　 コ ン トロ
ー

ル 個 体 の 再 捕率一

　　　　　　　　　　 コ ン トロ ー
ル 個体の 再捕個体数

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ ン 1一ロ
ー

ル 個 体 の 標 識放 流 数

解析は 従属変数 を 調査 1 で の 再捕の 有無，独立 変数 を 河

川，調査 T に お け る尾叉 長，調査 1 に おけ る釣獲 の 有無

と し，ロ ジ ス テ ィ ッ ク重 回帰分析 を行 っ た。

　釣獲個体 とコ ン 1一ロ ー
ル 個体で 釣 られや す さを比較 し

た、t 釣 ら れ や す さ の 指標 と して ，調査 且 で の 釣 ら れ る確

率 を用 い ，50mm の 尾叉 長階級毎 に 釣獲個体，コ ン ト

ロ ー
ル 個体そ れ ぞ れ の 釣 ら れ る 確率 を 下記の 式 を 用 い て

算出 し た。

　釣獲個体 の 釣 られ る 確率一

　　　　　 釣 りに よって再 捕 され た 釣獲個 体 の 個 休数

　　　　　　　　　釣獲個体の 再捕個体数

コ ン トロ ー一ル 個 体 の 釣 ら れ る確 率
一

　釣 り に よ っ て 再捕 さ れ た コ ソ トロ ーJレ個体 の 個体数

　　　　　　 コ ン トロ ール 個体の 再捕個体数

解析は ，従属変数 を調査 皿 に おけ る 釣獲の 有無 （釣獲 ま

た は 電気漁具），独立 変数 を 調査 ［に お け る 釣獲 の 有

無，河 川，調査 1 に お け る尾 叉 長，標準化成 長率 と し，

凵 ジ ス テ ィ ッ ク 市 回 帰 分 析 を行 っ た。な お，こ れ らの 統

計解析に は，SPSS　10．OJ を用 い た。

結 果

　 4 河 1「1全 体 で 釣 獲 個 体の 尾 叉 長 は 範 囲 が 85，0〜282．5

mm ，平 均 値 （± 標 準 偏 差 ） が 164，0 ± 41，7　mm ，コ ン
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Fig．2．　 Standardiz〔｝d　grow 亡h　raLes 　of　angled 　and 　control

　 white −spotted 　 charr 　iJl　four　strcarns ．　Error　bars　indi−

　 cate 　95％ con 且dence　intervals．　Y， 〈 〔｝．01

Table 　2，　 Two −factQr　analysis エ｝f　vari ヨnce 　of　the　ellむct　of

　 strean1 ，丘rst　angling 　≡亅nd 　their 　interacLion　on 　stan −

　 dardized　gro“ 厂th　ratc

1．0

　 　 D829

叟
o・6

ヨ
皀

巴 o・42

　 　 D．2

0KM
KK AT AS

Fig．3．　Rccapture 　rates エ〕f　angled 　and 　control 　white ．spot ．

　 ted　charr 　in　fe” r　strcanls ．　Err【〕r　bars　indicate　95％ coll．
　 tidence　intervalE．

Variab 且e df
』

M ∫ F P

Stream 　　　　　　　　　　　　　3　　1．23 × 10　tt
　 26．37　 く 0，0001

First　angling ＊

　　　　　　　　　］　　5．53　x 　10−7　　 1．19　　　　0．277
Stream 　x 　First　angliiig 　　3　 1．35　x 　lO

−「／
　 2．90　　 0．035

ErrQr　　　　　　　　　 475 　 4．66　x 　10　
7

’
al1皇Led　or　COnLrol

トロ ーJレ個 体 の 尾 叉長 は 80．5〜275，｛〕mm （147．4± 40．1

mm ） で あ っ た、調 査 1 に お け る標識個 体数 お よび 調査

J に お け る再 捕 個 体 数 を Table　1 に 示 した 。調 査 1 に お

い て ，針 を食 道 まで 飲 み 込 み，数 分 後 に死 亡 す る個 体 が

み られ た 。 釣獲個 体の うち 釣獲後数 分 以 内 に死 亡 した 個

体 は 282 個 体 中 19個 体 で ，そ の 死 亡 率 は 6．7％ （95％

信 頼 1区：「司 ：4．6−10，5％），　丿≡邑叉 長二Ci　1　LO．〔ンー211．0　（165．3

± 29，6mm ）で あ 一
） た。

　河 川 毎の 釣獲個 体 とコ ン トロ
ー

ル 個体の 標準化成長率

の Y一均 値 を Fig．2 に 示 L た。分散分析 を行 っ た と こ

ろ，河 川 と釣獲有無 の 交 互 作用 に 有意性 が 認 め ら れ た

（Table　2）。多 重 比 較 の 結 果，佐 助 沢 （AS ）で の み コ ン

トロ
ー

ル 個 体 に 比 べ 釣獲個 体の 標準化成長率 が 有意 に 高

か っ た （βo練 〃初 π瓦 est ，ρ＜0，01）。本研究 の 結果か ら

は ，釣獲個体の 成長率 が ，コ ソ トロ ー
ル 個体の 成 長率 よ

り も低 い 傾向は認め ら れ なかった。

　河川毎 の 釣獲個体 と コ ン ト ロ ー
ル 個体 の 再捕率 を

Fig，3 に 示 し た 。 再捕率 は 4 河 川 平均 で 釣 獲 個 体 が

78％ （95％ 信頼 区 間 ：72−83％），コ ン トロ ール 個 体 が

74％ （69−79％）で あ っ た。再 捕率 に つ い て 「コ ジ ス テ ィ

ッ ケ 重回帰分析 を行 っ た と こ ろ ，河川間に の み 有意差 が

認 め ら れ，尾叉長や 釣獲 の 有無 に よ る 再捕率 の 違 い は認

め ら な か った 〔Table　3）。そ の ため 体 サ イ ズ や 釣 獲 に よ

Table　3．　Multiplc　logisヒicregression　analysis 　of　the　e仕をct

　 of 　stream ，　fo1・k 　length　and 且rst 　angling 　on 　recaptLlre
‡

　 　 Variab且e 　　　　　　　CQef 巳cient 　　　．S’E　　　　dJ　　　　　ズ♪

S亡rcam 　A ＊ ＊

Stream 　B ＊＊

Stream 　C ＊ ＊

Fork　length

First　angling ＊ ＊ ＊

Constant

　 0．800 　　　　〔1．284 　　1

　 〔｝．424 　　　　 （L255 　　1

　 0．203 　　　　〔）．324　　1

0．0024 〔｝　　 0、00250 　　1

0．し）911　　　　 （）．2〔）0　　1

　 0．358 　　　　〔1．459 　　1

ぐ 0．005
〔〕、096
〔）．5：ll0
．336

〔〕、648
〔〕．436

　
”
　recaptured 　bン an．g’ling　or　elecLrolishin9 −1，11D匸 1℃ captured

−
〔l

s ＊
　these　uombinati （）ns 　expT ヒ

．ss 　f匸，ur 　surveyed 　streams

　 〔S匸ream 　A ，　Strcam　B，　Stream　Cll・； KM −．．1，0．〔〕丿，KK ＝llO，1，
　 O丿，AT ＝q〕，0，1：1，AS ＝〔0，0，0：1
＊＊’

　anglc （1−　1．　⊂ ontro1
−0

っ て 生残率は 変化 し な い こ とが 示 さ れた 、、

　尾 叉長階級毎の 釣獲個体 とコ ン トロ ー
ル 個体の 釣 ら れ

る確率 を Fig．4 に 小 した 。釣獲個体，コ ン トロ ー
ル 個

体 とも に 人型個体1よど釣 ら れ や す い 傾向が 認め ら れ た。

釣 られ る 確率 に つ い て ロ ジス テ ィ ッ グ 重回 帰分析 を行 っ

た と こ ろ，河 川，尾 叉 長 お よ び 標準化成長率 に 肩意差が

認 め られ た が，釣獲経験の 有無 に よ る 有意差 は 認め ら れ

な か った （Tablc　4 ＞。よ一．．）て ，釣 ら れ や す さは 1 回 の 釣

獲経験 に 影 響 され ず ，大 型 個 体 お よび 成 長 率の 高 い 個 体

が釣 ら れや す い こ とが示 され た、

考 察

　 調 査 1 で の 釣獲直後の 死 L 率は 6．7％ で あ り，こ れ は

過去 の 研究結果 と近 い 値 で あ っ た 。ft
．．1’tli

し か し，死 亡せ

ず に キ ャ ッ チ ア ン ド リ リ
ー．

ス が 行わ れ た 個体 に つ い て

は．成 長率 や生 残 率 の 低 下 は認 め られ な か．・た。ま た，

釣 ら れ や す さ は，釣 獲 経 験 の あ る個 体 と無 い 個 体 で 同程
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Fig．4．　 Relationship　between　fork　length　and 　angled 　rate

　 at　second 　angling 　of　angled 　and 　control 　whitc −spotted
　 charr 　in　four　streams ．

Table　4．　 Multiple　logisLic　regression 　analysis 　of 　the 　effbct

　 of 　stream ，　fork　length，　first　angling 　and 　standardized

　 growth 　rate 　on 　second 　angling
＊

Variable coe 血 cient 　　　SE　　　dズ　　　　カ

Streanl　A ＊ ＊

Stream　B＊＊

Stream　C−s
．
，

Fork 　lcllgth

First　angling
＊＊＊

Standardized　grow しh
ra 亡eC

【〕nstant

0．7760
．312

−0．3230
，01770
．147289

一3．45

　 0．307　　1　　　　 0．012
　 0．284　　1　　　　 0．271
　 D．383　　1　　　　　0．399
0．00299　　1　　〈0．0001
　 0．203　　1　　　　 0．469

142 　 10 ．041

0．615　　1　　く0、0001
＊
　rccapturcd 　by　ang1 正ng ＝1，　recaptured 　by　eLectrofishing ；0

＊＊
−
these　c〔，mbinati 〔，ns 　express 　four　surveycd 　strcams

　 （Strcam へ，　Strcam　B ，　Stream　C〕；KM ＝〔1，0，0），KK ＝  ，1，
　 0），AT ＝（0，0，1〕，AS ＝

  ，0，0）
＊＃

　angled
− 1，contrQ1 ＝0

度 で あ っ た。よ っ て ，イ ワ ナ に 関 して は ，キ ャ ッ チ ア ン

ドリ リ
・一

ス を行う こ とは資源量減少 を抑 え る た め に 有効

で あ り，な お か つ 釣獲量 が変化 し な い とい うこ とが 示唆

さ れ た。

　釣 獲個 体 の 成 長 が コ ン トロ ー
ル 個体 よ りも 有意 に 低下

す る こ とは な か っ た。一
方，佐 助 沢 （AS ） で は釣 獲個

体 の 成 長率 は コ ン ト凵
一

ル 個 体 よ りも 有意 に高 か っ た。

テ ィ ラ ピ ア で は ，何度も釣獲 され る 個 体 は 摂 餌 率 喟 内

容 量 〆体重 ）x100 が高 い こ と が 報告 さ れ て い る。17）そ の

た め，本 研 究 に お い て も，釣 獲個 体 は コ ン ト ロ ー
ル 個 体

よ り も餌 を 多 く捕 食 し，摂 餌率 が 高 か っ た か も しれ な い 。

　本 研 究 に お い て 標 識 放 流 す る 前 に 死 亡 す る 個 体が 確認

さ れ た。ほ とん どの 死 亡 個 体で は 針が 食道 に か か り外す

の が 困 難 で あ っ た た め ，い け す の 中 で 大 量 に出 血 した り

腹 部 を 上 に して 浮 くな ど し て ，短 時 問 の う ち に 死 亡 し

た 。一
方，ニ ジマ ス を 用 い た実 験 で は，針 を飲 み 込 み 食

道な ど に か か っ た 場 合 で も，無 理 に 外 さず 糸を 切れ ば，
2 ク

．
月 後 に は 約 6 割 の 個 体 で針 が 排淮 され ， 生 残率は 2

倍以 上 に な る こ とが報 告 され て い る 。

81
養殖 イ ワ ナ の 飼

育実験で も，糸を 切 る こ とに よ る生 残 率の 上 昇が確認 さ

れ て い る。2）そ の た め，有効 な キ ャ ッ チ ア ン ド リ リ
ー

ス

を 行 うた め に は，針 を飲 み込 まれ な い よ う努力 し，飲み

込 まれ た ら糸を切 っ て リ リ
ー

ス す る こ とが 最 も効果的で

あ る と考 え られ る。

　 キ ャ ッ チ ア ン ドリ リース さ れた 個 体 の 再捕 率は 尾 叉長

と 関 係が な く，小型 個 体 が 有意 に 死 亡 しや す い とい う結

果 は 得 ら れ な か っ た u こ の よ う な 傾 向 は ヤ マ メ On −

corh）
’nchus 　masOU23 ）や サ ン フ ィ ヅ

．
ン ユ 科 11・24）で も知 られ

て い る、t そ の た め，どうせ 死 ん で しま うか ら とい う理 由

で 小型個体を リ リ
ー

スせ ず に持ち 帰 る こ とは好 ま し くな

い で あろ う。

　 本研究 で は，釣 られや す さは釣獲経験 の 有無 と関係 あ

る と い う確証 は 認 め られ ず，キ ャ ッ チ ア ソ ドリ リ
ー

ス さ

れ た 個 体 が ，再 び 釣獲前 と同様 に釣 りの 対
．
象 に な り得 る

こ と が 示 唆 さ れ た 。こ の 結果 は ，釣 られ た 個 体 は釣 り針

を学習 す る た め 二 回 目の 釣 りで は 釣 られ に くくな る とい

う説，16〕お よび 釣 られ た 個体 は 釣 られ や す い 個 体 で あ る

た め 二 回 目の 釣 りで も釣 られ や す い とい う説
17｝

の どち

ら とも異 な る結果で あ る。釣 られ や す さの 傾向は 種間，

個体間 に よ っ て も異な り，その メカ ニ ズム は非常 に複雑

で あ る と考 え られ て い る。15’17，25・26）本研究で は ，一
度の

釣 獲経 験が 釣 られ や す さに 与 え る 影 響 を 調 べ ，釣獲個 体

は コ ン トロ ・一
ル 個 体 と同程 度 に 釣 ら れ る と い う結果が 得

られ た。しか し，多数 回 の 釣獲経 験 が あ る 場合に は ，学

習 の 効 果 がみ られ る可能 件 もあ る の で 注意が必 要だ ろ う。

　 本研究 で は，大型個体 お よび成長率の 高い 個体が 釣 ら

れ や す か っ た 。 大 型 個 体 が 釣 られ や す か っ た 理 由 と し

て，釣 り針 の 大 き さに よる物理 的要因が あ げ られ る。本

研 究 で 用 い た 釣 り 針 （渓 流 9 号 ） は 小 型 個 体 に と っ て

大 きす ぎ た た め，100　mm 末満 の個 体 の 釣 られ る 確 率が

低 か っ た 可能性 が高 い 。しか し，100mm 以 Eの 個 体 で

は そ の よ うな影響 は 小さ くな る と考 え られ，釣 り針の 大

き さだ け で は こ の傾 向 を説 明で きな い 。河 川 に 生 息 す る

サ ケ 科魚類 で は ，大型 個体は 餌が 多 く流れ て く る位 胃 に

定 位 し，餌 を め ぐ る争 い に も強 く，そ の 結果，摂餌頻度

が 高 い こ とが知 ら れ て い る。2η こ の こ とは，大 型 個 体 ほ

ど 釣 られ や す い 原 因の
一

つ で あ る と考 え られ る 。

一
方，

成 長率 の 高い 個体 が 釣 られ や す か っ た 理 由 と して ，成長

率 の 高い 個 体は 代謝率 も高 い た め，28）摂餌頻度 が 高い こ

と が あ げ られ る。その た め，成 長 率の 高い 個 体ほ ど釣 ら

れ や す か っ た の か も しれ な い 。
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