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本日の説明対象資源

評価対象のソウハチ資源
• 生息海域で評価単位を2区分
• 産卵場は分布域に局在

北海道北部系群
日本海とオホーツク海の北海道沿岸
日本海南西部系群

兵庫県～山口県

※ 本日説明対象となる資源

北海道水産資源管理協議会委託事業の資源評価書

道南太平洋
襟裳岬から噴火湾および恵山岬
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新漁業法に対応した資源評価の改善
【これまで】

・漁獲量
・資源量指標値（CPUE）

旧ルール
（ABC算定規則 2-1）

【今回】
・漁獲量
・標準化CPUE
・コホート解析（引用）

余剰生産モデルでの資源解析
・資源量推定
・最大持続生産量MSYの推定

改正漁業法に対応した
“1系ルール”の適用を提案

※ ABC算定

・資源水準・動向判断

※ 漁獲シナリオの検討材料
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沿岸漁業漁獲量
（北海道水産現勢）

【資源解析（資源評価結果）】

余剰生産モデルでの資源解析
・資源量推定
・最大持続生産量MSYの推定

改正漁業法に対応した
“1系ルール”の適用を提案

【研究機関会議からの提案】

生物学的知見

沖合底びき網漁業
（沖底）漁獲成績報告書

コホート解析の資源量推定値

基データ

参考情報

資源評価で使用したデータ

引用情報

・漁獲量
・標準化CPUE
・コホート解析（引用）

4



令和4年度ソウハチ北海道北部系群
資源評価結果



分布域と生物学的特性

 雌は雄よりも大きい（カレイ・ヒラメの仲間に多い特徴）
―雌は性成熟が遅く高齢まで成長が続いて大型化する

生物学的特性
 回遊：卵・仔魚期にオホーツク海に輸送され

産卵のために日本海に回遊する群れと日本
海に留まる群れがある

 寿命：7歳以上
 50%成熟：雌3歳22cm、雄2歳17cm
 産卵期：5～9月（中心は7月）
 産卵場：積丹半島沖、増毛・留萌沖の水

深50～80m
 食性：小型魚類、オキアミ、クモヒトデ、多毛

類、イカ、エビ、二枚貝
 捕食者：海獣類144˚144˚

144˚144˚

産卵場

索餌場

【分布域】
日本海～オホーツク海
の北海道沿岸
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漁獲量の年推移

2010年代前半：
沖底と沿岸漁業で半々

2014年漁期以降：
沖底が主体

 漁期年（8月～翌年7月）で集計
 主に日本海の沖合底びき網漁業と刺網などの沿岸漁業で漁獲
 2014年漁期にかけて減少し、その後は2018年漁期まで増加
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漁業別地域別の漁獲量

 沖底の漁獲量は2016、2019年漁期に急増
 沖底では小樽根拠船の漁獲量が多い
 沿岸の漁獲量は2014年漁期以降大きく減少
 沿岸では後志と檜山（～2000年）、留萌（2000年～）の漁獲量が多い

沖底根拠地別 沿岸振興局別
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沖底の漁獲努力量の年推移

 漁獲の主体のかけまわしで努力量の減少が継続
 オッターの努力量は増減するがソウハチの漁獲に占める割合は低い
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有漁網数：漁獲成績報告書にソウハチの漁獲が記録されている網数
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雌雄別年齢別漁獲尾数 北海道水産資源管理協議会委託事業
の評価書より

 2歳から漁獲対象として加入
 雌は1990年代に漁獲の中心が2～3歳から3～4歳に移行
 1990年代から小型魚を避けた漁獲に移行（自主管理の成果）
 雄は2000年代～2010年代中盤まで漁獲が避けられた
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単位努力量あたり漁獲量（CPUE）

資源量そのものの
変化の年推移を推定

獲れ具合が悪い
（CPUEが小さい）
＝ 資源が少ない

獲れ具合が良い
（CPUEが大きい）
＝ 資源が多い

[ CPUEデータの解析 ]
 獲れ方の増減が資源量の

変化を反映していると仮定
 対象資源に関係する操業

データの抽出
 操業の仕方に関わる獲れ方

の違いや、季節・海域ごとの
獲れ方の違いの影響を取り
除く（標準化）
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沖底（かけまわし操業）の標準化CPUE

 水深340m以浅、稚内・枝幸・小樽根拠船の情報を抽出
 ソウハチのほかスケトウダラ・マダラ・ホッケ・ニシン・イカナゴの漁獲割合

を主成分分析でモデル化して漁獲物組成の影響を考慮（DPC）

 季節や操業位置、根拠地、漁船の大きさ、気候変動がCPUEに与
える影響を取り除き、ソウハチの無漁獲操業も考慮（一般化加法モデル）

月別データに基づく漁獲量
（1980～2021年漁期）

ソウハチの標準化CPUE

【標準化CPUE】
2015年漁期以降のCPUEが
大きく変わった
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ソウハチ割合の多寡による漁獲物組成の違い
（2022年度資源評価会議の時に頂いた質問）
漁獲物組成の分析結果
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※PC1、PC2共に負の記録をソウハチ割合が多い操業と定義

ソウハチが多い操業の漁獲物組成 ソウハチが少ない操業の漁獲物組成

ホッケ

ソウハチスケトウダラ
イカナゴ

マガレイ
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余剰生産モデルを用いた資源解析
• 漁獲量やCPUEの推移の背景にある「資源量」の年変化を推定

年齢を用いず自然死亡、成長、加入を合わせて「余剰生産量」として扱う

（資源評価高度化作業部会資料から抜粋）
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余剰生産モデルを用いた資源解析
• 自然死亡・成長・加入を合わせて「余剰生産量」として扱う

（資源評価高度化作業部会資料より抜粋）
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余剰生産量とMSY（最大持続生産量）
資源量と余剰生産量の関係（余剰生産量曲線）を推定

最大の
生産量

（MSY）

資源量少 多

最大の余剰生産量が
得られるときの資源量

（Bmsy）
余
剰
生
産
量

生産量を超えて漁獲
すると資源は減少し、
翌年漁獲できる量が

減ってしまう

余剰生産量だけ
漁獲できれば

資源は増減しない

（水産庁資料を改変）
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余剰生産量とMSY（最大持続生産量）
資源量と余剰生産量の関係を推定

資源量少 多

最大の
生産量

（MSY）

最大の
生産量

（MSY）

 余剰生産量曲線の形や高さは評価対象資源ごとに異なる
 それぞれの評価対象資源のデータや、対象資源に対応したモデル

設定を用いて、資源量や漁獲圧の推移と共に推定

余
剰
生
産
量
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コホート解析による”雌資源量“を余剰生産モデル
の”資源量=残存資源量“に換算
①雌の資源重量を雌雄の資源重量に換算
②コホート解析と余剰生産モデルの資源量の考え方の違い

（仮定）雌雄の個体数比1:1、雌雄の体重比1:0.8

余剰生産モデルでの解析―入力データ

漁獲量（沿岸+沖底） 指標値1-沖底標準化CPUE

指標値2-残存資源量
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雌雄の資源重量 𝐵𝐵 = 𝐵𝐵雌 × 1 + 0.8

余剰生産モデルによる資源計算
（1985～2021年漁期）

指標値データの推移



モデルの設定

 余剰生産量曲線の形の安定した推定のため、ｎとｒにはソウハチの一
般的な値（FishLifeから引用）を事前情報として与える（ベイズ推定での
事前分布）

 指標値2（残存資源量）のqに事前情報を与えることで信頼性向上

設定2

設定1
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・ 余剰生産量曲線の形を定めるパラメータ n=2.0, 標準偏差=1.0
・ 生産力のパラメータ r=0.321, 標準偏差=1.0

・余剰生産量曲線の形を定めるパラメータ n=2.0、 標準偏差=0.5
・ 生産力のパラメータ r=0.321、標準偏差=0.5

事前情報で与える曲線の形

19

標準偏差は事前情報による制約の強さで数字が大きいほど制約が緩い

※共通設定：指標値2の漁獲効率パラメータq=1.0、標準偏差=0.3



設定2

Bmsy

2021年漁期 2021年漁期

推定された余剰生産量曲線

 設定1は2に較べて頂点が左による（nが小さい）
 2021年漁期の資源量は最大持続生産量MSYを実現する資源

量Bmsyを超える
 2つの設定で結果は大きく変わらず、優劣つけがたい
 この後は2つの推定結果を反映させた3万回の反復計算を実施
 3万回の計算結果の中央値と90%信頼区間で示す
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設定1
最大の余剰生産量

Bmsy

最大の余剰生産量

環境収容力 環境収容力



資源量と漁獲圧（F）の年推移

 資源量は90年代中盤から増加傾向、2021年漁期は5.5千トン
（90%信頼区間は4.0～7.7千トン、以下同様）

 漁獲圧は90年代中盤から減少傾向、2015～2019年漁期に若
干の増加、2021年漁期は0.30（0.22～0.41）

 90年代に漁獲圧が低下、資源増加に転じた（自主管理の成果）

※丸印と太い線は中央値、網掛けは90％信頼区間（不確実性の大きさ）

21

漁獲圧（F）資源量



令和5年度ソウハチ北海道北部系群
管理基準値等に関する研究機関会議※に
おける提案

※「資源管理方針に関する検討会」において、ステークホルダーが議論するための材料として必要
な、資源管理の目標（案）、現在の資源状態、将来予測による目標達成確率等を提出する
ため、これらのMSYの考え方に基づく科学的データについて研究機関で議論する会議

これから紹介する管理基準値案や漁獲管理規則案は研究機関会議で暫定的に提案されたも
ので、ステークホルダー会合を経て最終化されます。



漁獲シナリオとして ”1系ルール” を提案
改正漁業法の下では、漁獲シナリオの議論のために、 MSYの考え方に

基づく漁獲方法の提案が求められている
本資源では、現在の資源量や最大持続生産量MSYとその不確実性

が評価された
個体群動態モデルと将来予測が利用可能であるため、MSYの考え方

に基づく管理基準値や漁獲管理規則の使用（1系ルール）を提案

“○○○○トン”

XX年漁期の
ABCは…
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XX年漁期の資源量を“●●●●トン”と予測
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•𝛽𝛽は不確実性の影響を考
慮した調整係数

1系ルールで用いる基本的漁獲管理規則
24

禁漁水準

管理年の予測資源量

漁
獲
の
強
さ

𝛽𝛽𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦

限界管理基準値 目標管理基準値

 スケトウダラ等と基本的には同じ漁獲管理規則（親魚量ではなく資源量）
 限界管理基準値を下回ったら漁獲の強さを下げて資源の回復を促す



提案する管理基準値の候補
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目標管理基準値案は最大持続生産量MSYを実現する資源量としてBmsyを提案
限界管理基準値案

 1A資源の標準値B0.6msyはBminを大きく下回る未経験の水準
 1985～2021年漁期の最低資源量であるBminを提案

禁漁水準案
 1A資源の標準値B0.1msyの資源量は非常に低く、到達する確率は低い
 0トンを提案

MSYを実現する資源量
Bmsy：3.0千トン

過去最低の資源量
Bmin：2.4千トン

MSYの6割を実現する資源量
B0.6msy：0.7千トン

MSYの1割を実現する資源量
B0.1msy：40トン



管理基準値案と神戸プロット

青丸は2021年漁期の状態
網掛けは90％信頼区間
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目標管理基準値案
（90%信頼区間）

限界管理基準値案
（90%信頼区間） 禁漁水準案 2021年漁期の資源量

（90%信頼区間）
MSY

（90%信頼区間）
2021年漁期の

漁獲量
Bmsy

3.0千トン
(1.8千～4.4千トン）

Bmin
2.4千トン

（1.8千～3.3千トン）
0トン 5.5千トン

（4.0千～7.7千トン）
2.7千トン

（2.6千～2.9千トン） 1,653トン

※2021年漁期の漁獲量を除き2022年度資源評価結果に基づく値。今後の資源評価により
更新される可能性がある。

1985

2021年漁期の資源量はBmsyを上回り、漁獲圧はFmsyを下回る

目標管理基準値案限界管理基準値案



提案する漁獲管理規則
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縦軸を漁獲の強さとした場合

縦軸を漁獲量とした場合

※どちらも調整係数βは0.8の場合

目標管理基準値案
Bmsy：3.0千トン

限界管理基準値案
Bmin：2.4千トン

禁漁水準案
資源量：0トン

（参考）
2021年漁期資源量

5.5千トン

Fmsy



将来予測

資源と漁業の仮想世界 漁獲管理規則 (案)

仮想ABCにより漁獲

ソウハチの個体群動態を模した2000通りの仮想データ

“仮想世界”でソウハチを飼育しながら漁獲
(コンピュータの中の世界)

(シミュレーション)

(漁獲データ、資源量指標値など)

(いろいろな設定案)
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漁業の効率性と、資源の持続可能性を評価

15年先まで予測



2023年漁期の管理開始から漁獲管理規則案（β=0.8）のとおりに漁獲した場合・・・
漁獲量は管理開始年（2023年漁期）に4.5千トンに急増、その後はMSYの2.7千トン
付近で推移。90%予測区間は2千～3千トンで推移

資源量は2024年漁期以降Bmsyの約1.2倍で推移。90%予測区間の幅は広く一部は
目標および限界管理基準値案を下回る（→不確実性が大きい）

MSY
2.7千トン

漁期年

漁獲管理規則案に基づく将来予測
29

Bmsy
3.0千トン

漁期年

過去の推定値

漁獲管理規則案に従う将来予測
（β=0.8の場合）
現状の漁獲圧に基づく将来予測
（β=0.33に相当）

実線は予測結果の中央値を、網掛け
は予測結果の90%が含まれる範囲を
示す。

MSY

目標管理基準値案

限界管理基準値案

将来の資源量（トン） 将来の漁獲量（トン）



漁獲管理規則案に基づく将来予測（β=0.5～1.0）

資源量はβ=1.0の場合でも管理開始10年後（2033年漁期）に目標管理基準値案を
上回る確率は56%、限界管理基準値案を上回る確率は75%

漁獲量は管理開始年はβが大きいほど多くなるが、2年目以降はβ=0.8～1.0でほとんど変
わらない
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2033年漁期に資源量が目標管理基準値案Bmsy（3.0千トン※）を上回る確率
2033年漁期に資源量が限界管理基準値案Bmin（2.4千トン※）を上回る確率

β 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1.0 5.5 6.1 6.2 3.4 3.0 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 3.1 3.0 3.1 75% 56%
0.9 5.5 6.1 6.2 3.7 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 85% 68%
0.8 5.5 6.1 6.2 4.0 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 93% 81%
0.7 5.5 6.1 6.2 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 98% 91%
0.6 5.5 6.1 6.2 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 100% 98%
0.5 5.5 6.1 6.2 5.3 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 100% 100%

現状の漁獲圧※2 5.5 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.2 100% 100%

将来の資源量中央値（千トン）

将来の漁獲量中央値（千トン）
β 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1.0 1.7 1.8 5.6 3.0 3.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7
0.9 1.7 1.8 5.0 3.0 3.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
0.8 1.7 1.8 4.5 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
0.7 1.7 1.8 3.9 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
0.6 1.7 1.8 3.4 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
0.5 1.7 1.8 2.8 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

現状の漁獲圧※2 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
※1 2022年度資源評価結果に基づく中央値。今後の資源評価により更新される可能性がある。※2 β=0.33に相当


簡易版用

														2033年漁期に資源量が目標管理基準値案Bmsy（3.0千トン※）を上回る確率 ギョキ シゲン モクヒョウ カンリ アン セン

														2033年漁期に資源量が限界管理基準値案Bmin（2.4千トン※）を上回る確率 ギョキ シゲン ゲンカイ アン セン

		β		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.0		5.5		6.1		6.2		3.4		3.0		2.7		2.7		2.7		2.9		3.0		3.1		3.0		3.1		75%		56%

		0.9		5.5		6.1		6.2		3.7		3.3		3.1		3.1		3.1		3.2		3.2		3.3		3.3		3.3		85%		68%

		0.8		5.5		6.1		6.2		4.0		3.7		3.5		3.5		3.5		3.5		3.6		3.6		3.6		3.7		93%		81%

		0.7		5.5		6.1		6.2		4.4		4.1		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.1		98%		91%

		0.6		5.5		6.1		6.2		4.8		4.6		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.6		100%		98%

		0.5		5.5		6.1		6.2		5.3		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		100%		100%

		現状の漁獲圧※2 ゲンジョウ ギョカク アツ		5.5		6.1		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.3		6.2		100%		100%



		β		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.0		1.7		1.8		5.6		3.0		3.0		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.8		2.7		2.7

		0.9		1.7		1.8		5.0		3.0		3.0		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		0.8		1.7		1.8		4.5		2.9		2.9		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		0.7		1.7		1.8		3.9		2.8		2.8		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6

		0.6		1.7		1.8		3.4		2.6		2.6		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5

		0.5		1.7		1.8		2.8		2.4		2.4		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3

		現状の漁獲圧 ゲンジョウ ギョカクアツ		1.7		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.9		1.8		1.9		1.9		1.9		1.9











Sheet1

		β		10年後の目標達成確率 ネンゴ モクヒョウ タッセイ カクリツ				予測資源量の中央値
（千トン） ヨソク シゲンリョウ チュウオウチ セン				予測漁獲量の中央値
（千トン） ヨソク ギョカクリョウ チュウオウチ セン						資源量が水準を下回るリスク
（10年間に1度でも起きる確率） シゲンリョウ スイジュン シタマワ ネンカン ド オ カクリツ

				資源量が目標管理基準値案を上回る シゲンリョウ モクヒョウ カンリ キジュンチ アン ウワマワ		資源量が限界管理基準値案を上回る シゲンリョウ ゲンカイ カンリ キジュンチアン ウワマワ		5年後 ネンゴ		10年後 ネンゴ		1年目 ネンメ		2～5年目
平均 ネンメ ヘイキン		6～10年目
平均 ネンメ ヘイキン		B0.1msy		B0.2msy		B0.6msy		B0.7msy		B0.8msy		B0.9msy		Bmin

								2028年
漁期 ネン ギョキ		2033年
漁期 ネン ギョキ		2023年
漁期 ネン ギョキ		2024～2027年
漁期 ネン ギョキ		2028～2032年
漁期 ネン ギョキ

		1.0		56%		75%		2.7		3.1		5.6		2.9		2.7		0%		0%		6%		12%		19%		30%		66%

		0.9		68%		85%		3.1		3.3		5.0		2.8		2.7		0%		0%		4%		7%		11%		17%		44%

		0.8		81%		93%		3.5		3.7		4.5		2.8		2.7		0%		0%		2%		3%		4%		7%		21%

		0.7		91%		98%		4.0		4.1		3.9		2.7		2.6		0%		0%		0%		1%		1%		2%		6%

		0.6		98%		100%		4.5		4.6		3.4		2.5		2.5		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%

		0.5		100%		100%		5.1		5.1		2.8		2.4		2.3		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%



				56				2732.5776482874		3059.4543260154		5607.5999612438		2855.3035062368		2710.1544085808

				68				3091.1438786633		3334.1149028016		5046.8399651195		2834.438988706		2692.9992164727

				81				3514.1526346303		3655.9908903673		4486.0799689951		2781.4441173416		2660.6450431159

				91				4009.6369666249		4069.8316649735		3925.3199728707		2689.3195063271		2593.2949282729

				98				4529.25890561		4563.4894385418		3364.5599767463		2549.9771931909		2478.4803986603

				100				5093.628198196		5102.6753650636		2803.7999806219		2353.9069303012		2309.2053544739






簡易版用

																2033年漁期に資源量が目標管理基準値案Bmsyを上回る確率 ギョキ シゲン モクヒョウ カンリ アン

																2033年漁期に資源量が限界管理基準値案Bminを上回る確率 ギョキ シゲン ゲンカイ アン

		β		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.0		5.5		6.1		6.2		3.4		3.0		2.7		2.7		2.7		2.9		3.0		3.1		3.0		3.1		75%		56%

		0.9		5.5		6.1		6.2		3.7		3.3		3.1		3.1				3.2		3.2		3.3		3.3		3.3		85%		68%

		0.8		5.5		6.1		6.2		4.0		3.7		3.5		3.5		3.5		3.5		3.6		3.6		3.6		3.7		93%		81%

		0.7		5.5		6.1		6.2		4.4		4.1		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.1		98%		91%

		0.6		5.5		6.1		6.2		4.8		4.6		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.6		100%		98%

		0.5		5.5		6.1		6.2		5.3		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		100%		100%

		現状の漁獲圧 ゲンジョウ ギョカクアツ		5.5		6.1		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.2		6.3		6.2		100%		100%



		β		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.0		1.7		1.8		5.6		3.0		3.0		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.8		2.7		2.7

		0.9		1.7		1.8		5.0		3.0		3.0		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		0.8		1.7		1.8		4.5		2.9		2.9		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		0.7		1.7		1.8		3.9		2.8		2.8		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6

		0.6		1.7		1.8		3.4		2.6		2.6		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5

		0.5		1.7		1.8		2.8		2.4		2.4		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3

		現状の漁獲圧※2 ゲンジョウ ギョカクアツ		1.7		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.9		1.8		1.9		1.9		1.9		1.9
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		0.8		81%		93%		3.5		3.7		4.5		2.8		2.7		0%		0%		2%		3%		4%		7%		21%

		0.7		91%		98%		4.0		4.1		3.9		2.7		2.6		0%		0%		0%		1%		1%		2%		6%

		0.6		98%		100%		4.5		4.6		3.4		2.5		2.5		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%

		0.5		100%		100%		5.1		5.1		2.8		2.4		2.3		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
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				81				3514.1526346303		3655.9908903673		4486.0799689951		2781.4441173416		2660.6450431159
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調整係数の違いによる資源量の将来予測
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資源評価と将来予測の不確実性を示す90%予測区間が広いため、βが1.0
では将来的に限界管理基準値案を下回る可能性が高く、資源の持続性への
リスクが大きい

過去の推定値

漁獲管理規則案に従う将来予測

現状の漁獲圧に基づく将来予測
（β=0.33に相当）

実線は予測結果の中央値を、網掛け
は予測結果の90%が含まれる範囲を
示す。

MSY

目標管理基準値案

限界管理基準値案

β=1.0の場合 β=0.8の場合

漁期年 漁期年

限界管理基準値案=Bmin（=下回りたくない資源量水準）
これまでBminからBmsy以上に回復した実績があるが、Bmin以下は経験したこと
がない資源量水準であり、将来予測の通りに回復するかは未知

資
源
量
（
ト
ン
）

これだけ差がある



10年に一度でも資源量が水準を下回るリスク
32

予測資源量が管理基準値案を上回る確率・水準を下回るリスク確率、予測漁獲量のまとめ

βが1.0の場合、資源量が限界管理基準値案のBminを10年間で一度でも下回る確率は66%
研究機関会議ではこのリスクを一定以下に抑える閾値として、資源量が10年後にBminを
上回る確率を90%以上、かつ、10年に一度でもBminを下回る確率を30%未満にすること
を本資源の漁獲管理規則として推奨する基準とした

βが0.8であれば、資源量が2033年漁期にBminを上回る確率が93%に達し、10年間に一
度でもBminを下回る確率は21%に抑えられる

本資源の目標達成に加えリスクを一定以下に抑えるためのβとして、0.8以下を推奨する
中長期的な漁獲量はβを1.0から0.8に引き下げてもほとんど変化しない

中長期的な予測漁
獲量の中央値

資源量が目標管理
基準値案を上回る

資源量が限界管理
基準値案を上回る

限界管理基準値案
（Bmin）

B0.1msy
2028～2032年
漁期平均

1.0 56% 75% 66% 0% 2.7千トン
0.9 68% 85% 44% 0% 2.7千トン
0.8 81% 93% 21% 0% 2.7千トン
0.7 91% 98% 6% 0% 2.6千トン
0.6 98% 100% 1% 0% 2.5千トン
0.5 100% 100% 0% 0% 2.3千トン
推奨 50%以上 90%以上 30%未満 ― ―

β
10年後の目標達成確率

10年間に一度でも資源量が下記の水
準を下回るリスク確率


簡易版用

																2033年漁期に資源量が目標管理基準値案Bmsyを上回る確率 ギョキ シゲン モクヒョウ カンリ アン

																2033年漁期に資源量が限界管理基準値案Bminを上回る確率 ギョキ シゲン ゲンカイ アン

		β		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.0		5.5		6.1		6.2		3.4		3.0		2.7		2.7		2.7		2.9		3.0		3.1		3.0		3.1		75%		56%

		0.9		5.5		6.1		6.2		3.7		3.3		3.1		3.1				3.2		3.2		3.3		3.3		3.3		85%		68%

		0.8		5.5		6.1		6.2		4.0		3.7		3.5		3.5		3.5		3.5		3.6		3.6		3.6		3.7		93%		81%

		0.7		5.5		6.1		6.2		4.4		4.1		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.1		98%		91%
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まとめ

 ソウハチ北海道北部系群について、1985～2021年漁期の漁獲量、
沖合底びき網漁業（かけまわし船）の標準化CPUE、コホート解析
で推定された資源量から、余剰生産モデルにより資源量とMSYを推
定した

 2021年漁期の資源量はBmsyを上回り、漁獲の強さはFmsyを下
回る良好な状態にあると評価された

 限界管理基準値案を過去最低資源量Bminとした将来予測では、
β=1.0の場合、10年に一度でもBminを下回る確率が66%と高く、
資源の持続性のリスクが高いことが示された

 リスクを一定以下に抑えた漁獲管理規則としてβ=0.8以下を推奨
 余剰生産モデルによる資源評価と将来予測は初の試みとなるため、

今後とも手法の改善や結果の精査を行いながら資源評価を進める
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