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2， 放流魚が野生魚に及ぼす生態学的影響
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　地球 Lに お け る水 産物 の 総生産量は 1 億 t以 上 に お よ

び，人類の 貴重な 食料蛋 白資源で あ るが，海洋か らの 自

然漁獲量は 1989年 の 8，867万 t を ピーク に 減少傾向に

あ り，最近 の 総生産量 の増加 は増養殖生産量 に 負うとこ

ろ が大 きい 。1） こ の こ とは，栽培漁業 を 中心 とす る 水 産

増養殖 の 食料資源 へ の 貢 献 度 が 今後 ますます増 して い く

こ とを示唆 して い る。しか し，一
方で 水産増養殖は 自然

生態系に お け る食物網の 短絡あ る い は物質循環の 切断 に

つ な が る恐れ が あ る との批判 の 声もあが っ て い る。

　 こ こ で は，サ ケ属 魚 類 の人 工 孵化放流事業 を 中心 に，

放流魚が野生魚に 及ぼ す生態学的 な影響に つ い て述 べ
，

今後の 野 生 魚 と孵化場魚 との 共存の 可能性 につ い て検討

を加 え る 。

1．北太 平洋生態系とサケ属魚類 バ イオ マ ス変動

　北太平洋に お け る サ ケ 属 魚 類 の漁獲量 は ，1970年代

後半 以 降著 し く増加 して きた 。 例 え ば ，そ れま で 500

万 尾 以 下 で あ っ た北海道 の シ ロ ザケ は 1990 年 代に は 5

千万尾 を越え，1960 年代 40万 t で あ っ た北 太 平 洋 のサ

ケ 属魚類 の 漁獲 量 は 1995 年 に は過去最高 の 95万 t を

越 え た 。こ の よ うな 増加 は，（1）人工 増殖技術の 向上 と，

（2）長期的な気候変動 と リソ ク した 北太平洋生態系 の 変 化

に 起因 す る と考え られて い る 。 す な わ ち，シ ロ ザ ケの 人

工 孵化放 流 事業 は，人工 飼育技術の 導入 が放流種苗の 大

型化 と適期放流技 術 の 開発 に つ なが り ， 放流 か ら 回帰 ま

で の 生 残 率 を 大 幅 に 向．トさせ る こ と に 成 功 した。2）一方，

1976 年の レ ジー
ム ・ シ フ ト以降，勢力を増 した冬季の

ア リ ュ
ー

シ ャ ン 低気圧 は 亜寒帯海流一ア ラ ス カ 海流を強

め，エ ク マ ン 流 に よ る 湧昇流 の 増加 と南方暖水の 輸送 に

よ リア ラ ス カ 湾 を 中心 と した 海 域 の 環境収容力を 増加 さ

せ た 。 ま た ア リ ュ
ー

シ ャ ソ 低気圧 は 南方 か らの 暖気を呼

び 込 む こ と に よ り，表層水温 が ト昇 し，野 生魚の 海洋初

期生活期に おけ る 成長速度 を 高め ，生 残 率を 増加 さ せ た

と考 え られ て い る。3）

2．個体群 密 度 効 果

　 わ が 国に 回 帰 す る シ ロ ザ ケ 孵化 場 魚は ，資源 の増加 に

伴 っ て 個 体レ ベ ル の成長量減少に よ り小 型 化高齢化 が観

察 さ れ る よ うに な っ て きた。わ が 国 の シ ロ ザ ケ の 小型化

高齢化現象は個 体群の 密度効果 に 基づ くこ とが こ れ ま で

に 明 らか に さ れ て い る。4）

　さて，長期的な気候変動で見る 限 り，1990 年 の レ ジ

ーム ・ シ フ ト以降，こ れまで 好適で あ っ た 北太平洋の海

洋環 境 は 変 化 し，サ ケ 属魚類の 環鏡収容力と海洋初期生

活 期 の 生 残率は 低下 す る こ とが 予 測 さ れ て い る。5）そ の

傾向は，特 に，浮上直後に 小型 で降海す る野生魚の 方が

大型 で 放 流 さ れ る 孵化場魚 よ り も著 し い と予 想 され

る。6］
環境収容力 の減少 は，個体群密度効果 を さ ら に 増

加 させ る。孵化場 魚の 個体群密度効果 に 起因す る小型化

高齢化 な どの成長減少 は，今後，同所 的に 分布す る 野生

魚の 成 長 や 生残率，さ ら に は孕卵数 や卵 サ イ ズな どの 繁

殖形 質 に も影 響 を 及 ぼ す 可能性 を含 ん で い る。

3． サケ科魚類 に よ る生物多様性と物質循環

　羅臼沿岸な どの 道東 に しか姿を み せなか っ た オ ジ ロ ワ

シ とオ オ ワ シ は，最近，シ ロ ザ ケ が 自然 産卵す る 道南の

遊楽部川 へ 多く分布す る よ うに な っ て きた。カ ム チ ャ ッ

カ半島最南端 に位置す る ク リ ル湖 は，湖沼規模が 支笏湖

と同 じ貧栄 養 カ ル デ ラ 湖で あ る。こ の ク リル 湖 に は 毎年

100〜300 万 尾，多い と きで 600 万 尾 の ベ ニ ザ ケ が 産卵

回 帰す る。ク リ ル 湖周辺で は，海鳥類，小型および大型

は 乳類など数多くの 動物が餌資源 として ベ ニ ザ ケ を利 用

す る た め に 集ま っ て くる 。 こ の よ うに，産卵 の た め に 回

帰 す る サ ケ属 野生魚は 湖沼河 川 流域生態系の 生物多様性

を高め る役割 を 担 っ て い る。

　 ベ ニ ザ ケ 親魚 の 有機物構成 比は水分 69．8％，脂肪

5，6％，蛋白質 21．6％ ，灰 分 L3 ％ お よ び リ ン 0．26％ で

あ る。従 一
） て ，湖 沼 に 100 万 尾遡上 す る 平均 体 重 2kg

の ベ ニ ザ ケ は，蛋白質 で 400t ，リ ン で 約 5t を 陸水域

に もた ら す こ とに な る。北 方域 の 貧栄養湖で の 栄養塩 の

制限因T一は リン で あ る場合が多く，その IJ ン を溯河性魚

類 で あ るサ ケ 属魚類が 担 っ て い る。ブ リ ス FJレ湾最大 の

ベ ニ ザ ケ
．
遡 L湖沼 で あ る イ リ ア ム ナ 湖 で は 湖沼 に流 入 す

る リ ソ の 約 60％ を べ ニ ザ ケ が 供給 し て い る。すなわ

ち，サ ケ 属 魚 類 の野 生 魚は産卵回 帰 し 自然 繁殖す る こ と
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　に よ り，陸 上か ら海洋 へ 流 出 した 栄養塩な ど の物質循環

　の 担い 手 で あ る とみ な す こ ともで きる 。 ひ るがえっ て，

　自然繁殖の 機会を喪失 した 孵化場魚は ，結果的 に そ の よ

　うな物質循環 の 輪 を断 ち，生物多様性 を損なうこ とに手

　 を貸 して い る。

　 4．孵化場魚の行動

　　孵化場 魚 は 集 約的に 大 量 の 餌料 で 飼育 さ れ放流され る

　た め に ，野生魚 に比 べ 大型 で 社会性 に 乏 しい
。 孵化場 魚

　は 河川 で は 野生魚 よ り も攻撃的で ，他個 体の な わば りへ

　平気で 侵 入 し 摂餌行動を とり，野生魚を追 い 出 す 。 例 え

　ば ，浮 上 直後の ギ ン ザケ稚魚 の 攻 撃行動 は野生魚 よ り孵

　化場魚 の 方が顕著 で あ る。7）浮 上 直 後の サ ク ラ マ ス で は，

　野 生 魚 に 近い 遡上系は降河 す る個体が多い の に対 して，
継代飼育 され た池産系は残留す るか，遡上 す る 場 合 が 多

　い。しか も，大型 の 個 体 ほ どそ の傾向 が 強 い。8）一
方 ，

孵化場魚は過密飼育，ハ ン ドリン グ お よび移植 な ど に よ

　り免疫応答が弱 く，ス モ ル ト化 が 十分 で は な く，自然環
境 へ の 適応が 野生魚よりも劣 る。η さ らに ， 人 工 孵化放

流され産卵回 帰 した 親魚は繁殖行動が苦手 で ，産 卵 場 で

は 明らか に 野生魚 よ り も劣位 に 位置す る。

7〕結果的に ，

生活史 を通 して み る と ， 孵化場魚は 野生魚 に 比べ て 自然

環境 へ の 適応度が低 い とみ な さ れ る。
5．野生魚 と孵化場魚の 共存 の 可能性

　 さて ，野生魚を守り，食料資源として 孵化場魚 を利 用

して い くた め に どの よ うに した ら よい の で あろ うか 。 ま

ず，第
一

に 魚類が 生息して 繁殖で き る よ うな自然河川の

回復が最も基本的に大事な こ とで あ る。魚類 に と一p て ，
河川内移動 の た めの 魚道や繁殖場 と して の 産卵場の整備
と管理 ，逃 避場や休息場 と して の 支流や枝川などの 小河

川 の 環境保全 が急務 で あ る。こ の 課 題 の 達成 に は河 川管

理者 に 負う と こ ろ が 大 き い
。

　次に ， 地域個体群あるい は 河川個体群を守る た め に，
生産河川を 目的に 応 じて区 分 して 管理 す る こ とが重要で

ある 。 個体群 の 固有性 と多様性を維持 す るた め に ，自然

産卵 に より維持される野生魚は孵化場魚と河川 を分 け て

守られ る べ き で あ る e 十 分 な遡上 親魚を確保 す る た め

に ，目的 河 川 に応 じた禁漁区 を沿岸お よび河川 に設定

し口親魚の 捕獲場は河口 か ら孵化場隣接 の上 流 域 に 移す

べ きで あ る。河 m の 捕獲場は ， 個体群の固有性 を維持す

る上 で ，ま た 上 流の 河川流域生態系 を健全 に 守 る上 で も

障害で あ る。さ らに，経済的 に も大規模 な捕獲 ・蓄養施
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設 や 人件費を必 要 とし，増殖 コ ス トの著 しい 無駄 で あ

る。孵化 場隣接の捕獲場は，固有集団 の保護，良質卵 の

確保， 河川生態系と魚類群集 の 多 様性 に 貢献 し，何 よ り

も増殖 コ ス トの 大幅削減に つ な が るは ずで あ る 。

　孵 化 場魚は 水 産漁業資源 と して 貴重 で あ り，それを維

持利用 して い くた め に は北 太 平洋 に お け る野生魚 との 共

存が 大切で あ る 。そ の た め に ，回 帰親魚の 生物 モ ニ タ リ

ン グ と北太 平洋 の環境評価が 今後の 重要 な 課題 とな っ て

くる。生物モ ニ タ リソ グの 内容 は成 長，齢構成，繁殖形

質，個体群サ イ ズ とそ の環境収容力の 把握 とい っ た 生態

学的項 目 と，集団の 有効 な大きさ，多型率や 平均 ヘ テ ロ

接合体率 とい っ た 遺伝学的 項 目が 基本的に 含まれ るべ き

で あ る。環境評価 に お い て は 地球規模での 長期的 な気候

変動 と北 太平洋生態系の 動態を中心 に ，気象学 や 海洋学

な どを も取 り組 ん だ 学 際的か つ 国際的な研究体制 を確立

すべ き で あ り，そ の た め に も PICES や NPAFC とい っ

た 国際条約会議に おけ る情報収集 と 研 究 協 力 体制 の確立

が 重要 で あ る 。
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