
The Japanese Society of Fisheries Science

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　of 　Fisheries 　Soienoe

510

話　題

漁獲可 能量 （TAC ） と生物学的許容漁獲量

（ABC ）

　漁獲可能量 （Total　Allowable　Catch；TAC ） は，対象

とする海洋生物資源 の 量を あ る 目標水準 に維持す る た め

に設定 さ れ る漁獲 量 の 上 限値 で ある 。 許容漁獲量 と も呼

ばれ ， 資源 管理 の た め の 漁業 の規制措置の
一

つ で あ る。

従来 は MSY 水準の 達 成 が管理 N標 とさ れ て きたが，最

近で は再生産関係の 維持 を よ り重視す る傾向に あ る。我

が 国で は 「海洋法 に 関する国際連合条 約 （国 連 海洋 法 条

約 ）」 の 批准 に と もな っ て 制定 さ れ た 「海洋生物資源 の

保存及 び管理 に 関す る法律」 に 基 づ き，1997 年か ら排

他 的経済 水 域 内 の 主 要資源 を 対象 に 農林水産大 臣 が

TAC を 設 定 し て い る。設定 に あ た っ て は，後述す る 生

物学的許容漁獲量を基礎 に ，
TAC が 漁業 経 営 に 与 え る

影響 な どの 社会経済学的な要因が考慮される 。

一
方，目

標 とす る資源量 水 準 を達成 す る た め に生物学的な 立 場か

ら許容 さ れ る漁獲量 の 上 限値 を ， 生物学的許容漁獲量

（Allowable　Biological　Catch；ABC ） と呼ぶ 。 特 に 米 国

お よび我 が 国の 資源管理 制度 に お い て ，資源学的見地 か

らの TAC の 提案値 と位置 づ け ら れ て い る。　ABC は ，

加 入 あ た り産 卵 量 （Spawning　per 　Recruitment； SPR ）

や 加入 あ た り漁獲量 （Yield　per　Recruitment；YPR ） な

どの 資源 と漁獲の 関係 モ デ ル か ら許容 され る漁獲係数

や ，取 り残 す べ き 産卵 資源量 そ の も の を 管理基準値

（Biological　Reference　Points）と して ，現在の 資源量 に

適用 して 算出さ れ る。　　　　 （和田 時夫 ・中央 水研）

絶減危惧生物の評価基準

　Red　Data　Book と い う絶滅 危 惧生物 の
一

覧を刊行 し

て い る 国際自然保護連合 （IUCN ）は ，1994年 に 新 た

に 個体数 ， 分布面積，減少率 ，絶滅確率 な どを 用 い た

5 つ の 定量 的 な 判定規準を 作 っ た。こ れ らを 用 い て ，全

分類群 の 多細胞生物を 共通の 基準 で判定する。 た と え ば

減少率 に 基 づ く A 規準 で は ，3 世代時間 の 間 に 成 魚尾

数が 80％，50％ ，
20％ 減 っ た 場合 は そ れ ぞ れ CR （・・iti’

、。11y，nd ・ng ・・ed ），EN （・nd ・ ngered ），VU （・ul… abl ・）

と， 危険度 に 応 じ 3 段階 に 評価 さ れ る 。 現存個体数に

関す る D1 規準 で は ，成魚 が 50
，
250，1000個 体未満 な

らそれ ぞ れ CR ，　EN ，　VU と判定され る。

　 こ れらの 規準 に 基 づ き，海 産 魚類 に つ い て は 1996年

に マ グロ や サ メ な ど 18 日 40 科 118 種 が 絶滅の 恐 れ の

ある 生物 の レ ッ ドリ ス トに載 っ た。そ の ほ とん どは 減少

率 が 大きい こ とだ けを理 由に 評価 さ れ，ミ ナ ミ マ ク ロ ，

北大 西 洋ク ロ マ グロ な どが CR と判定された。しか し，

絶滅確率は減少率 と個体数 の 両 方 に依存す る 。 ほ とん ど

の 希少生物は個 体数が不明だ が，水 産資源は数 が多 い こ

とがわか っ て お り，そ の 情報 を 用 い ず に判定 す る こ とへ

の 異論 もあ る。　　　　　　 （松 田裕之 ・ 東大海洋研）

イセ エ ビ幼生の飼育研究

　日本 に お けるイセ エ ビ （PanuiiraSJ
’
aPonicus ） 幼 生 の

飼育研究の 歴 史 は 古 く，1899年に文献 上 で最初の 試み

が報告され て い ます 。 そ の援，静岡県 ， 神奈川県の 水 産

試 験場等様 々 な 機関で 研究 が 行 わ れ た結果，1989 年に

三 重県水産技術 セ ソ タ
ーと北 里 大学 で それ ぞ れ 1個 体

と 2個体 の 幼生期 の 完全飼育に初め て 成功 し ま した 。

現在で は 年間 数十 個体程度の 稚 エ ビ の 生産が ・丁能 とな っ

て い ます （日本栽培漁業協会 1996）。

　イ セ エ ビの 幼生飼育研究 の 目的に は，放流用稚 エ ビ の

量産技術 の 開発と不 明な部 分の 多い 幼生期 の 生態を探 る

た め の 基礎的知見の 蓄積があ ります 。
こ れ まで の 研 究 か

ら環 境 （水温 や 日長時間等） や 餌料 と成長 の 関 係 ，約

1年間 に も及ぶ フ ィ ロ ゾーマ 期 に お け る形態変化 の ほ

か，プ エ ル ル ス 期は約 2週 間 で そ の 間全 く摂餌 しな い

こ と，フ ィ ロ ゾーマ の 脱 皮 は 日出前後，プエ ル ル ス へ の

変態は 日没前後に起 こ り，幼生の行動 が 昼 夜 サ イク ル に

強 く影 響 を 受け て い る こ と等 が 明 らか とな りま した 。

　 イ セ エ ビ類 は 世 界 的 に も重要な 漁獲対象 で あ り，多 く

の研究者が生態，資源動向を研究 して い ま す。その 中 で

幼生の 飼 育研 究は 日本で最も進んで お り，技術開発 に は

強 く関心 が 寄 せ られ て い ます。稚 エ ビ の 量産を 実現 させ

るために ，今後も新餌料開発，疾病防止 ， 大量 飼育水槽

の 開発等 の 課 題 に対 して 着実に 研究を積み 上 げ る こ とが

必 要で す。　　　　　　　 （松 田浩
一。三 重科技振 セ ）
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