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に よ る環境浄化

島根大学農学部　森　忠洋

　最近，汚濁 した 池 ，堀，小 河 川 な どの 直 接 浄 化 が 注 目 さ れ て い る ．こ の 背景に は   汚濁発生源 に 対す る種 々 の

施策が実行 さ れ て い るに もか か わ らず ， 水 域 の 水質が 向上 し な い ，  水に 対す る人 々 の 要求 が高度に な りしか も

多様性があ る ，  水域 の 生態系を 回復す る に は 発生源対策 だ け で は 不 可能で あ る，  こ の 数年間 で す ぐれ た 水処

理 技術 が 開発 され た ，  経済的余裕 が 生 じた こ と，な どが あ げ られ る，

　水 域 の 直接浄化 の よ うに 自然を対象と して 浄化を行 うた め に は ，浄化に 対する考 え方，方法，評価などを体系

化 し，それをもとに して実行する必要がある．こ れ らをまとめ た 学問と して 生態工 学 （エ コ テ ク ノ 卩 ジー）が 生

まれつ つ あ る．

　筆者 らは エ コ テ ク ノ ロ ジ ー
の 目的 を 以 下の よ うに 考 え て い る，1）

“
調和の あ る生態系 か ら環境保全 の あ り方を考え，す ぐれた 科学技術を導入 して 生態系を修復しそ の 本来 の 機能

を発揮させ る．さ らに ， 周辺 の 建築構造物を も組 み 込 ん だ人 々 の 生活 に 適 した環 境 を創 生 す る
”

．

　直接浄化法 に は 種 々 の 方法 が あ る が ，そ の 場 で 浄化す る直接方式 と汚 濁水 を汲 み 上 げ て 装置 の 中で 浄化す る 分

離方式に 大 別 さ れ る ．2）直接方式 に は 曝気法，浄化 用 水希釈法 ， 底泥浚渫 ， 藻類回収法，水生植物植栽法，接触

材充嗔水路浄化法 な どがある，一方 ， 分離方式に は レ キ 間接触酸化法，砂 ろ過法，凝集沈殿法 な ど が考え られ て

い る ．

　曝気法 は 酸素 を補給す るた め と，水 を 循 環 させ る た め に 行 う．わ が 国 で は 閉鎖 水 域 の 曝気 の た め に 全層曝気 が

行 わ れ て お り，一
般 に 間欠式空気揚水 筒が用 い られ て い る ．本法に よ る 効果 として は 栄養塩類 の 溶 出抑 制，成 層

破壊お よび 藻類 の 光合成阻害が 考 え られ る，水道水源 とな っ て い る 湖沼や ダ ム 湖で は 曝気に よ っ て 藍 藻が 減 少 し

カ ビ 臭が な くな るぼ か りで な く，ア ン モ ニア，硫化水素，マ ソ ガ ン が減少す る．

　接触材充墳水路浄化法 は 水 路内に 接触材を充填 して 付着生物量 を 増加 させ 自然浄化機能 を 強化 させ 浄化 させ る

方法で ある．レ キ 間接触酸化法 は コ ブ シ 大 の レ キ を水路内に 積 み 多層 に して 自然浄化機能を高め て い る，

　エ コ テ ク ノ P ジ ーの 適用対象 と して は 河川，湖沼，ダ ム 湖，池，堀 そ して 海が考え ら れ る．

　河川 の 管理 は こ れ ま で の 治水 と利水を中心に 実施 され て きた が，最近 で は そ れ に 第 3 の 機能 と して 親水を取 り

上 げ る よ うに な っ た ．S）そ の た め に 河 川 周 辺 の 水 辺 空 間，親水空 間 の 復活 の た め 河 辺 林 ， 氾濫源 ， お よび 湿地帯

が 利 用 され て い る．り

　湖沼 ， ダム 湖，池 に 対 して は 水道源 と して 利用 され て い る場合 は 異臭味発生防止，汚濁 が い ち じる し くア オ コ

な どが 発生 し て い る場 合 は そ の 制御 が 望 まれ る．水 域面積 が さ ほ ど広 くな い 場 合 は 直接浄化が 可能 で ある が ， 広
い 場合は 沿岸域 に お け る浄化お よ び親水空 間 の 創 出 が試 み られ て い る ．生態系を 利 用 した 浄化に は ヨ シ 原 な ど沿

岸水生植物帯 が 用い られ て い る，

　公園は こ れ まで 主 に 都市公園，自然 公 園が作 られ て きた が，都市 の 親水空間 へ の ニ ーズ の 高 ま りと共 に 第 3 の

公園 と して 親水公 園を作 る よ うに な っ た ．5〕堀 に 対 し て は 堀 が 持つ 機能 ・役割 を 考慮 した浄化が行 わ れ て い る．1｝

水質 として は 周辺の 歴史的建築物や 自然を 映 し出す こ と，人 々 が 親 しみを持 つ た め の要素と して魚の 姿が見える

こ とが 望まれ て い る．

　海 は 広大 な の で，沿岸部 に の み エ コ テ ク ノ 卩 ジ ーが 適 用 さ れ る と考 え ら れ る ．現在，ブル ーシ ー
計画

6〕とい う

名で 海 ら しさ を取 り戻 し，同時 に 沿岸 の 町作 りや 公園作 りが 企 画 され て い る．
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6） Horie，　T ．：　鮠 f．　Sci．　Tech．，20，27フ （1988 ），

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


