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　最近 ， 微海洋学 と い う言葉が 方々 で 使われる よ

うに な っ て きて い る が ， それで は ， ど うい うもの

を微海洋学 とい うの か と い うこ と に なる と ， ど う

も よ く解 っ て い ない よ うに 思わ れ る。竿者は増養

殖漁業に 関連する生 物的生産の 場 と して の海洋す

なわ ち環境 とい う立 場で ，しか も，極 め て 狭 い 範 囲

（ノ リ漁場 とそ の 適 疋環境 ， と い っ て も差 し当 りは

海水の 交換の 問題） で仕 事 を して い る に 過ぎな い

が ，内湾や 浅海 に お け る海洋 の 木 日の こ まか い 構

造やその 変動に つ い て の 問題点は ， 案外 こ の よ う

な実際 的な要求の 中か ら堀 りお こ され て くる よ う

に も思われる 。 そ こ で ，筆者 は ，自分 自身の 狭 い

経験 に よらず，荒崎の 東海区水産研究所増殖部，

水質部の 月例談話 会 に こ れ を持 ち こ み ， 半 日 フ リ

ー
トーキ ン グ の 形 で 話 し合 い を持ち ， そ の 際 に で

た い ろい ろ の 問題を筆者 な り に 整理 し て 報告する

こ と に した 。 こ こ に ， 談話会にお い て種々 討論 し

て い た だ い た方 々 に厚 く感 謝の 意 を表 し た い 。 ま

た ， 水産庁 の 猪野調査官か らも別に色々 と御教示

をい ただ い た 。 厚 くお礼 申し上 げる 。

　増養殖漁業に おける環壌問題

　増 養殖漁 業は大 き く分け て 海藻類 ， 貝類 ， それ

に 養魚 ・魚礁 と な る c

　海藻類　こ の 中 で 漁業 と して 大 き く取 り上 げ ら

れて い る もの に コ ン ブ ， ノ りを挙げる こ と が で き

る 。
コ ン ブ漁場 の 底 質は岩場で あ っ て ，そ の 着生

条件 に 関す る問題が 大 き く と り上 げ ら れ て い る 。

同 じ岩場で あ っ て も g 地形 や場所に よ っ て 着生 の

状況 が 異 っ て くる し ， 同 じ岩 で も毎年 同 じ場所 に

着生 する とは 限 らな い 。着生 の 条件は ， 生物学的

に も ， 環境要因 と して も い ろ い ろ の こ とが 考え ら

れ ようが
， 胞子 を輸送する水の 行動 ， それ．に 石の 形

や表面 の 物理 的構造 ， 胞子 の 着地寸前の 行動 を規

制す る境界層 の 流体力学的条件等 が環境 の 物理 要

因 と して ， 極 め て 重要な問題 と考 え られる 。

　 ノ リは ，
コ ン ブ とは異な り， 海底に着生す る も

の で は な い が ， 成長の 過程 に おけ る 呼 吸や 栄養摂

取 が ノ リ漁 場の 水の 交流 ， 交換 ときわ め て関係が

深 い 。 特 に ノ リ葉体 表面 に お け る水の 入 れか わ り

の 模様 が重 要で ，こ こ に も境 界層 に お け る 問題が

あ る。ノ リの 場 合 に は，養殖 場 の 施設物 ， ノ リの

繁茂す る状態に と もな っ て ， 水の 流動が変化す る

の で ，
一層複雑 とな る が

， そ の 前 に ノ リ漁場に 形

成 されて い る水塊の 特性に つ い て海洋学 と して も

う少 し堀 りさげ られ る必要が あ る 。 ノ リ漁場の 水

塊は 陸水流入 の 影響 を強 く受けて い る が ，

一方で

は沖合水 との 混合が 適 当 に 行われ て い なければ な

らな い 。 ノ リ漁場 を含む浅海で 陸 水 と沖合水が 混

り合 う問題は 単に 現場 に おけ る海水の 混合率 の 推

定 とい うこ とで は な く， 混合過程 の 動的 な追究が

必要で ，
tidal　 mixing

，
　 entry 　 mixing

，
　 diffusion，

そ れ に 沖合水 の 流 入 過 程等 ， 混 合 に 寄与す る 基 本

的な海水の 物理的行動 の カ ラク リ を明らか にす る

こ とが要求 され る 。

　 なお 海底 の 海藻 として は ，
コ ン ブ の 他に ワ カ メ ，

テ ン グ サ 等 が挙 げ られ る が， しか し こ れ らの 坪 当

り生産 はせ い ぜ い 2〜3kg で ， 1kg の 値段が

200− 300 円位で ある 。 した が っ て ， 海底 の 地形 ，

地 質に 人 為的改良を加 え るため に は ， 科学的 ， 技

術的判断の 他に ，そ の 生産性に 対する投資と利潤

との 関係に つ い て の 価値判 断 とい うこ と も重要で

あ る 。

　 貝類 漁業　に お い て は ， 漁 場 の 老 化 とい うこ と

が大 きな問題に な っ て き て い る 。 垂下式漁業 （カ

キ 等） で は密殖 に よる老化，海底利用 の 漁業 （ア

サ リ， ハ マ グ リ等）で は 底質悪化で ある 。 特 に 東

京湾 の 10m 〜15m 深の 泥質地 を漁場 とする ト リ

ガ イ， ア カ ガ イ，モ ガ イな どで は夏李 に 無酸素状

態か ら斃死現 象が現わ れ る 。 こ の よ うな 老化 防止
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の た め に，例え ば，英虞湾 な ど で は 水道 を つ く っ

て 水の 交流 を よ くしよ うとした り，水車をまわ す

こ とに よ っ て換気作用を促進 させ よ うとす る 試み

が ある 。 生物に と っ て ， 栄養塩の 補給 ， 酸素 の 供

給 は必要欠 く こ との で きない 条件の
一つ で ， こ の

ため の海底開発 あ る い は老 化防止対策は極め て重

要なも の とな っ て い る 。

　貝の豊凶 （大発生）　上 の こ とに 関連す る か ど

うか ， 今後の 研究課題の 一
つ に な る と考 え られ る

が，或る時期 に 限 っ て 貝類が異常に 大 発生す る よ

うな こ と が しば しば み られる。例えば，有 明海の

タイラギは 5 年 に 1 圖大発生をみ る とい われ ， ま

た 雨の 降 っ た後や洪水 の あ とに ，天 然 の カ キ や ス

ミ ノ エ ガ キ，モ ガ イな どが大発生 した と い わ れ

る 。 こ れは 洪水が直接 よい 結 果 を もた らす とい う

こ とで な く， 九州諌早地区の集 中豪雨 の あ と ， 貝

は 一時的 に は大 きな被害を受げ た が，翌 年 に は も

の すご く付 きだ し， 採苗場が 大 き くひろが っ た と

い う例が ある 。 こ の ほ か ， 堤防 の 建設や浚渫 工 事

の あ とに一時的に ア サ リ ，
バ カ ガ イの 大発生 （i

’
1：

戸川尻 ， 有明海） をみて い る 。 こ れ ら に つ い て は

天然の現象 と して雨や洪水が又人 口 的に は海底 工

事が海底 を耕作す る 役 目を は た し て い る と 考 え ら

れ て い る 。 上述 した よ うに ， 浅海 に おけ る生物群

は 陸 水流入 の 恩恵 を大き く受けて い るわけで ある

が ，

一見， 陸に も海に も大 きな被害 を与え る と考

え られる洪水な どが実は 浅海生物に と っ て 極め て

重要な役割 をも っ て い る よ うで あ る 。 海底開発や

微海洋研究に お い て ， 平水時に流入 した 陸水の ，

海域に おけ る 行動 やそ の 役 割 の 研究 も某 本 的な も

の で あるが ，平水時 の 何百 倍 とい う陸水を一・時に

海域 へ 運び こ み，そ の 上 ，洪水時 の 水は ， 平水時

の 栄養塩含有量に 比 べ 遙か に 大 きい 量 の 栄 養塩 を

もつ こ と か ら ， こ の 時に 海域 に 流入 す る エ ネル ギ

ーや栄養塩類は 莫大なも の と い え る 。 こ れらの エ

ネ ル ギ ー
や栄養塩 の 行方 ， そ して浅海や海湾 に お

け る行動 を つ き とめ る 必要は な い で あろ うか 。

　貝類発生場所形成の メ カ ニ ズ ム 　海底老化 の 問

題 と関連 して大発 生場所形 成 の メ カ ニ ズ ム は まだ

ま だ 未知 の こ とが らが多い よ うで ある 。 ア サ リや

ハ マ グ リに して も天 然採苗 （場）に つ い て 明瞭な

解 答が で て い な い し ， した が っ て 発 生量予測な ど

が で きる よ うな段階 に は な っ て い な い 。こ れは発

生初期 すなわ ち稚 仔 の 発生→沈着 （ア サ
1
）　，

ハ マ

グ リな どは発生後 2〜3 週間で 沈着 する とい われ

て い る。）　の プ ロ セ ス が解 っ て い な い ため で ある

が ， こ の よ うに ， 貝類の み な らず沿岸，沖合の 魚

類に つ い て も，淨游期 の 卵，稚仔時代 の 行動 は未

知なも の が多 い 。 これは ， 生 物学的に もその 採集

方法等に むつ か しい 点 が多い た め 研究の 困難な ス

テージ とい え る の で あ ろ うが ， こ の 時代は ， 所謂

る プ ラ ン ク トニ
ッ ク な状態 で ある の で ，卵，稚 仔

を輸送 した り， 拡散 した りす る海水 の役割を無視

する こ とが で きない
。 む しろ こ の よ うな卵 ，稚仔

の 環境水 自体 の 行動 の 追跡 こ そが最 も遅 れて い る

の で は なか ろ うか 。 ウナギ の 産卵場に つ い て の 話

は あま りに 有 名で あるが ， 10m 位 の 深 さ で ， 外洋

水の 洗 う海域に 多い とい われ る イ セ エ ビ な ど も，

そ の 幼生 は 日本 では沿岸で と れ た こ とが な く ，

100〜200mile の 沖合で しか と られて い ない と い

う。さ て ア サ リ，ハ マ グ 1丿に つ い て は ， そ の 沈着

過程に つ い て 二 つ の 説が ある 。

一．・つ は ，渦流 の 発

達 する よ うな海 域で は稚 仔 の 流 出が少 く， そ うい

う と こ ろ に 多 く沈着す る と い う渦 流説で ，も う
一

つ は ，沈着後 の 海 底条件 に よ っ て 死 亡率が 異な

り， 条件の よ い 処 が生息域に な る と い う説で あ

る 。 現実に は澪 の 横 に あ る 中州 の よ うな とこ ろ が

よく， こ の よ うな と こ ろ で は 渦流 も発達 し， また

沈着 した あ との 条件 も よい と こ ろが多 い 。こ の よ

うな こ とか ら ， 水の 流 れ を ， 土 の うや板囲に よ っ

て 環流 を形 づ くる よ うに 導 く方 式 が試験 された こ

と が ある が，大 し た 結果は 得 られて い ない
。

　 こ の 他 ， 貝類漁場 と し て 干潟が主に 開発 されて

い る が，干 潟 の す ぐ沖合 に ある深 み の 部分 に つ い

て は ， 未開発 とな っ て い る 。 漁撈技術 の 開発 と い

うこ ともある が ， 貝 類漁場 と して は干潟 の 微海洋

学 と共に ， 干 潟を含めた 周辺海域の研究が要請さ

れ よ う。 干潟に お け る水の 行動 とそ の 沖合の 水の

行動 とは大 き く異 な っ て い よ う。そ して こ の 両水

域の 相互作用 が ， こ の 境界域の 特殊性 を つ く り出

して い る 可能性 もある 。

　魚礁　 ブ ロ
ッ ク の投入 ， 投石 等 に よ る 人 工 魚礁
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が構造改善事業 の 一翼を担 っ て 脚光 を あ び て お

り，水産土 木工 学的課題 と して か な り大 き くと り

上 げ られて い る 。 こ の よ うな魚礁の 魚群誘致効果

に つ い て は ， 陰 影説 ， 渦流説等が あ り，事実魚礁

近 くで は海水 中の 騒音が大 きい こ と か ら渦や 擾乱

が発 達 して い る と推定され て い る 。 しか し，魚の

誘致効果に つ い て は ， 荒崎の 研究所 で 竹村 ， 小 川

等に よ っ て，か な り基 礎的に 実験 的研究が 進め ら

れて お り， 水が静止 して い て も ， 又 魚礁に よる陰

影 に も関係な く， 魚は 魚礁に 集 まる習性が み られ

て い る 。 又筆者 らが経 験 した，魚 礁附近の 海洋調

査の 結果か らして も ， 魚礁に よ っ て ひ きお こされ

る 水の 流 動変化 の 影響 が，著 しく成魚の集魚効果

に 寄与 して い る とは 考え難い 。勿論餌生物が 多く

な る こ とや幼 魚 の 誘致 に 何らか の 効果 を持 っ て い

る こ とは 想像 され るが ， 魚礁問題に つ い て は ， 何

．は ともあ れ，環境 研究もさ る こ と な が ら ， 魚 自体

の 習性 ， 生態の 実験的研究が まず重要な の で は な

か ろ うか 。

　養魚　 ハ マ チ の 養殖等 に 関連 して よ く知 られて

い る よ うに ， 養魚場に お ける海水 の 交流，交換の

問題を挙げ る こ とが で きる 。 こ の 問題に つ い て は

既 に い ろ い ろ の 場 で 議論 され て い る の で こ こ で は

省略 しよ う。

　増養殖漁業と海底ある い は海域開発 と微海洋学

　海に 有用 な生物が繁茂 し， 繁栄 す るか ぎ り，そ

．の 環境研究あ るい は微海洋学の 研究が ど うあろ う

と ， 漁業は 行われ る 。 そ して漁 業が高度化する に

した が っ て ，海底や海域に ， あ る 施設を施 して ，よ

り多くの 漁獲 を能率よ くあげ よ うと い う努力が は

らわ れる 。 漁業者は ， こ の 場合に も ， ほ ど こ した

施設が ， ある い は技術 が ， 十分科学的な根拠 をも

っ て い るか ど うか と い うこ と が問題 で は な く，現

実に ，漁獲 が増大 す るか ど うか とい うこ とが最大

＊

　猪野 峻 ： 海中 の 村 ， 海 1．［1の 牧場海 ID の 公 團， 「資

　 源」 8 月号，1965．（資源協会発行）

の 関心 事で ある 。 し た が っ て ，増養殖研究に か ぎ

らず，漁業の 研究で は ，やや もす れば，科学的 根

拠 をきち っ と踏まえ て い こ う と す る前 に ， 如何に

した ら漁獲が あげ られる か とい う方向が強か っ た

よ うに 思え る。上述 した よ うに ， どの 漁業を と っ

て み て も， そこ か ら提起 されて い る環境研究の 問

題は，い ずれ も海洋学 や水 理 学 の 基 本的課題 に つ

なが っ て い ない もの は ない 。 海洋学や水理 学 の 機

械的な応用 で ど うに か な る性質 の もの ではな い 。

　最近 ， 　
‘‘
海底 の 農場化

”

だ とか ，　
‘‘
海中の 牧

場
＊ ”

建設の た め に 潜水技術 ， 水 中作業技 術の 開

発計画が進め られて い るが ， 環境研究 として は ，

い た ずら に 実用主義に 走 る こ とな く，そ の 基 礎 と

なる
‘ ‘

科学
S ’

が環境研究 と して 発展さ れ な け れ

ば ， 合理的な海底開発の 実 をあげ る こ とは で きな

い で あろ うし ， また ， そ れ に も とつ く養殖技術の

真の 近代化 は の ぞ め な い だ ろ う 。 要する に ，い わ

ゆ る微海洋学 と呼 ば れ るも の は ， 増 養殖漁業に 関

する 限 り， 漁業研究の一一環 と して の ， 環境研究そ

の もの で あ っ て ，浅海あるい は海湾 の 水産海洋学

と して 理解 し ， 体系づけ られなけ れ ばな らな い し，

こ の よ うなか た ちで漁業に 根 をお ろ し た 海洋の

‘ t

科 学
”

をきづ き kげる 組織的 な努力こ そ が必要

で はな い か と瓜 わ れ る 。

　最後に ，愛媛県博多島の 栽 培 セ ン ターで ，稚 魚

を栽培 するため に 使用 す る 海水に つ い て ， 稚魚 を

捕獲 した時 ， 稚魚が 生活 して い た海水な らば よい

が，こ れ と全 く同 じ組 成 を した海水 で 条 件を全 く

同 じに して も海水が次 々 と換わ る と よ くない とい

う話 がある と い うこ とが ， 荒崎 の 談話会 の 席上話

題と な っ た 。 魚 と そ の 環境 と の 関係 ， 境界領域に

お げ る海洋 研究 の 重要性 と困難 さ を示唆す る もの

があ る よ うに 思 われ る の で ，一言 つ け加えて お く

こ と に した 。　　 （筆者 ・東海区水産研究所）
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