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研究成果の概要：爆発的増加後に大量死を経験した二つのエゾシカ個体群、すなわち冬季の気

象が比較的穏やかで餌が乏しい洞爺湖中島と冬季の気象が厳しいが餌が豊富な知床のシカ個体

群を対象に個体数の変動要因を調べたところ、冬季の積雪量が個体数の上限を決定し、夏季の

餌の質が体サイズを決定していることが明らかになった。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 6,100,000 1,830,000 7,930,000 

２００８年度 5,300,000 1,590,000 6,890,000 

年度  

年度  

  年度  

総 計 11,400,000 3,420,000 14,820,000 

 
 
研究分野：農学 
科研費の分科・細目：林学・森林科学 
キーワード：エゾシカ、爆発的増加、個体群動態、餌資源制限 
 
１．研究開始当初の背景 
保護下あるいは新天地に導入された大型

草食獣は爆発的増加後に群が崩壊し、その後
ピーク時よりも低密度で安定する「爆発的増
加モデル」が広く受け入れられてきた。しか
し、大型草食獣の爆発的増加と崩壊現象の詳
細な報告は島などに導入された数例に限ら
れ、しかも崩壊後の群の挙動を追跡した事例
は乏しく、実証されない仮想モデルにとどま
っていた。 

 
２．研究の目的 
 餌資源制限が体重減少、初産年齢上昇、出
生率低下、死亡率増加をもたらすことから、
爆発的増加と崩壊の歴史があり、冬季の気象

条件の異なる２地域の対象的な個体群（洞爺
湖中島と知床岬）を対象に、爆発的増加の現
象を解明するために、次の仮設を設定して検
証する。 
（1）夏季の生息地の質が体サイズと繁殖力
に強い影響を与える。 
（2）冬季の気象および冬季生息地の質と量
が、死亡パターンの相違をもたらす。 
 
３．研究の方法 
(1)個体数のモニタリング 
洞爺湖中島では、追い出し法、知床岬では航
空機を用いたセンサスにより、個体数推定を
行なう。 
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(2)個体群密度と変動パターン解析 
生息数、子連れ率、死亡数を調べ、個体群パ
ラメータ間の相互関係、個体数の年次変動に
与える影響（制限要因）と密度依存的な要因
（個体群調節）について解析する。 
 
(3)生息地評価 
相対的な利用可能量は移動ケージ法を用い、
影響的環境収容力については栄養分析を行
う。 
 
(4)疾病 
学術捕獲個体の血液学的調査 
 
４．研究成果 
（1）個体数変動 
①洞爺湖中島：主要な冬期の餌は 1980～1984 
年にはササ・枝・樹皮、1985～2004 年にはハ
イイヌガヤ・落葉、2005 年以降は落葉へと
変化した。群の崩壊はササが消失した 1984
年、ハイイヌガヤが消失した 2004 年に生じ
ている。調査期間内のエゾシカの個体数は、
2008年と 2009年の 3月とも252～246頭であ
り、約 50 頭/km2と高い生息密度が維持されて
いた（図１）。両年の冬とも暖冬であったた
め冬季死亡はほとんど生じなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図１．洞爺湖中島のエゾシカの個体数の変化．
白丸：推定値、黒丸：観察値、縦棒：間引数． 
    
②知床岬：1995～2005 年には個体数のピーク
は 600 頭前後で変動してきた。2007～2009 年
にはシカ密度は 90-96 頭/km2と高密度で維持
された（図２）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２. 知床岬のエゾシカの個体数変動．縦棒
はセンサス後の間引きを示す．(Kaji et al. 
2004 に知床財団資料を付加)．2008 年と 2009
年の個体数には越冬前の間引き数を加えて
ある。 

2007 年 12 月から間引きが開始されたが、
2005 年以降、暖冬が継続しているため冬季死
亡はほとんど生じなかった。 
 
(2)個体群密度と変動パターン解析 
①洞爺湖中島 
メスジカの体重は各年齢とも密度依存的

な資源制限によって大きな年次変動を示し
た。若いメスの体重の減少により、初産年齢
は 1歳から 3歳に上昇したが、成獣の妊娠率
および秋季の子連れ率（図３）は比較的高い
値で推移した。春季の子連れ率は個体群成長
率と関係していること（図 4）から、子の冬
季死亡率が個体群制御に大きな影響を与え
ていることが明らかとなった。子の一冬の死
亡率は成獣雌の体重が減少するにつれ上昇
している（図５）。以上から餌資源制限は、
まず初産年齢の上昇をもたらすが、成獣の繁
殖力には影響せずに子の冬季死亡率を増加
させることが示唆された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図３．100 メス当たりの子の比率の推移． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．春季子連れ率と個体群成長率の関係． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５．成獣メスの体重と子の冬季死亡率の関
係． 
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②知床岬 
 成獣の角のサイズから推定される体サイ
ズは、1982～1994 年の間に変化していない。
同時期の 100メス当たりの子連れ率にも大き
な変化はみられない。2007 年および 2008 年
に間引かれた1歳以上のメスの妊娠率は2007
年に 98％(n=61)、2008 年に 97%(n=38 )と極
めて高い値で推移した。すなわち知床岬のエ
ゾシカ個体群は体格が大きく、妊娠率が高い
高質個体群として維持されている。 
  
(3)生息地評価 
 洞爺湖中島（面積 5km2）は落葉広葉樹林と
ごく小規模の草原（面積 2ha）からなり、シ
カの長期にわたる採食によって植生が改変
されたために、現在では周年を通じて落葉が
主要な餌となっている。生息密度は 50 頭/km2

が維持されている。一方、知床岬（調査面積
5km2）は針広混交林と海岸大地草原からなり、
シカは夏にイネ科草本、 冬にササに依存し
ている。冬季の上限密度（生態的環境収容力）
は 120 頭/km2である。 
 
① 質的評価（栄養的環境収容力） 
 洞爺湖中島では餌資源の利用可能量が乏
しいものの草本は春から秋まで、豊富に存在
する落葉は初夏に高い疎タンパク含有率を
もち、成長要求量を上回っている（図 6）。落
葉は秋以降、維持要求量を下回るが、高いエ
ネルギー量を保持している。知床岬ではイネ
科草本が夏季に、ササは夏冬とも高い粗タン
パク質含有率をもっており、安定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6．洞爺湖中島と知床岬における餌植物の
粗タンパク含有率． 
 
 
 
 
 

② 量的評価 
 洞爺湖中島の草原の草本の栄養価は高い
が、面積が限られるので 大の現存量となる
6月でも 大で 35 頭が限度である。それに対
し落葉は大量に存在し、主要な餌となってい
る（図 8）。一方、知床岬においては、イネ科
は大量に存在し（面積 13ha）、採食率は低い
ため夏から秋の環境収容力には余裕があり、
約 700～900 頭の生息が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図８ 洞爺湖中島と知床岬における餌植物
の採食量と現存量の季節変化． 
 
(4)疾病 
学術捕獲個体からマダニ類が媒介するリ

ケッチアが発見されたが、個体群動態に与え
る影響については不明である。 
 
(5)まとめ 
対照的な 2 個体群の比較から、両個体群と

も冬季の気象と密度依存的な資源制限が個
体数のピークを決定するが、環境収容力の地
域差と夏冬の季節差が異なる変動パターン
をもたらすこと、積雪が少なければニホンジ
カは周年にわたり、落葉に依存して高密度状
態が継続する可能性が示唆された。  
 
(6)国内外における位置づけ 
 本研究で行なった有蹄類の爆発的増加現
象の詳細な観察およびその要因観察につい
ては、国内外とも前例がない。大型草食獣の
爆発的増加モデルは、導入あるいは再定着の
個体群が高密度のピークに達して群の崩壊
が生じ、 終的には減少した餌資源に見合っ
た静的な平衡状態、いわゆる環境収容力に到
達することを予測する(Caughley 1970）。し
かし、本研究で調べた 2個体群とも予測に反
している。ニホンジカが代替餌を開拓するこ
とによって密度依存的餌資源制限によるフ
ィードバックから逸脱し、レジームシフトを
引き起こすことを示唆している。また、個体



 

 

群制限に与える要因として冬季の気象要因
が極めて重要であり、温暖化が有蹄類の爆発
的増加を引き起こすことを示した。 
 
(7)今後の展望 
 長期間の採食圧がシカ個体群の生活史特
性に影響し、代替餌が高密度個体群を維持す
ることが示唆されている（Simard et al. 
2008)が、スナップショットの研究であるた
めに実証性に欠いている。そこで、資源制限
下で高密度個体群が維持されるメカニズム
を探るため、「長期に継続した採食圧による
餌の質量の転換（高質・少量→低質・大量）
がシカの生活史特性にフィードバック効果
を与え、小型で繁殖力の低い低質個体群とな
ることにより餌不足を緩和し、高密度状態を
維持している」ことを仮説として設定し、実
証研究に取り組むことにより、日本各地のニ
ホンジカの過増加現象を解明し、その対策の
ための基盤を構築する（基盤研究Ａ 2009～
2012 年として採択済）。 
 

Caughley G. (1970) Ecology 51:53-72. 
Simard et al. (2008) Journal of Animal Ecology 
77:678-686. 
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