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　南
みなみさんりくちょう

三陸町の海
う み

には多
た よ う

様な自
し ぜ ん

然環
かんきょう

境が広
ひ ろ

がり、多
お お

くの生
い

きものたち
が暮

く

らしています。複
ふ く ざ つ

雑に入
い

り組
く

んだリアス海
か い が ん

岸には、小
ち い

さな入
い

り
江

え

がいくつも連
つ ら

なり、磯
い そ

や干
ひ が た

潟が生
い

きものを育
はぐく

んでいます。太
た い へ い よ う

平洋
に直

ちょくせつ

接面
め ん

し、外
が い よ う

洋の影
えいきょう

響を強
つ よ

く受
う

ける海
か い が ん

岸が見
み

られる一
い っ ぽ う

方、深
ふ か

い湾
わ ん

の奥
お く

は穏
お だ

やかな環
かんきょう

境が広
ひ ろ

がります。
　ここでは、歌

う た つ

津、志
し づ が わ

津川、戸
と ぐ ら

倉を含
ふ く

む南
みなみさんりくちょう

三陸町の海
う み ぜ ん た い

全体を「志
し づ

津
川
が わ わ ん

湾」と呼
よ

び、そこで見
み

られる主
お も

な生
い

きものたちや、湾
わ ん

で行
おこな

われて
いる漁

ぎょぎょう

業の様
よ う す

子を紹
しょうかい

介します。
　志

し づ が わ

津川湾
わ ん

が世
せ か い

界的
て き

に貴
き ち ょ う

重な環
かんきょう

境である理
り ゆ う

由を、みんなでいっしょ
に探

さ が

してみましょう。

1.  はじめに
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2. 志津川湾の営み

○南三陸町
みなみさんりくちょう

の昔
むかし

の漁業
ぎょぎょう

と海辺
う み べ

の様子
よ う す

 

南三陸町
みなみさんりくちょう

では昔
むかし

から

漁業
ぎょぎょう

が盛
さか

んでした。志
し

津
づ

川
が わ

湾
わ ん

のタコは「西
にし

の

明石
あ か し

、東
ひがし

の志津川
し づ が わ

」と

いわれるほど味
あじ

が良
よ

い

ことが知
し

られていま

す。「いしゃり」と呼
よ

ばれる、平
たい

らな石
いし

に、先
さき

っぽに針
はり

がついた竹
たけ

をひもで結
むす

んだ道具
ど う ぐ

を船
ふね

から垂
た

らしてとる方法
ほう ほ う

や、昭
しょう

和
わ

初
し ょ

期
き

からは

「タコツボ」と呼
よ

ばれる壺
つぼ

を海
うみ

に沈
しず

めてとる方法
ほう ほ う

などがありまし

た。 

ウニやアワビは、船
ふね

から箱
はこ

メガネをの

ぞきながら「ウニカギ」や「アワビカ

ギ」と呼
よ

ばれる先
さき

の曲
ま

がった道
どう

具
ぐ

を長
なが

い

竿
さお

の先
さき

につけとります。 

明治時代
め い じ じ だ い

に入
はい

るとノリ養殖
ようしょく

を皮切
か わ き

りに、養殖漁業
ようしょくぎょぎょう

が始
はじ

まりまし

た。それまでは海
うみ

が荒
あ

れると漁
りょう

を行
おこな

うことができず安定
あん て い

した収入
しゅうにゅう

が

期待
き た い

できませんでしたが、養殖
ようしょく

が定着
ていちゃく

することにより人々
ひと び と

の生活
せい か つ

は

安定
あん て い

しました。現在
げん ざ い

でも、志津川湾
し づ が わ わ ん

にはさまざまな養殖施設
よう し ょ く し せ つ

が並
なら

び、特徴的
とくちょうてき

な風景
ふう け い

を作
つく

り出
だ

しています。 

いしゃりでタコを釣
つ

る いしゃり 

ウニ漁
りょう

（戸倉
と ぐ ら

） 

てとります。

2.  志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の営
い と な

み
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志津川湾
し づ が わ わ ん

では現
げん

在
ざ い

、ノリ養殖
ようしょく

はおこ

なわれていません

が、志津川湾
し づ が わ わ ん

のノリ

は種類
しゅ る い

が多
おお

く、味
あじ

が

良
よ

かったそうです。

養殖
ようしょく

されたノリは、

「ノリス」の上
うえ

に置
お

いた木枠
き わ く

に入れて形
かたち

を整
ととの

え、ノリ干
ほ

し場
ば

で干
ほ

し

ていました。 

続
つづ

いて始
はじ

まったワカメ養殖
ようしょく

（昭和
しょ う わ

３０年代
ねん だ い

）は、ワカメの種苗
しゅびょう

のつい

た縄
なわ

を海
うみ

に浮
う

かべて成長
せいちょう

させ、生
なま

や

加工
か こ う

したものを出荷
しゅ っ か

しました。 

海
うみ

は人々
ひと び と

に恵
めぐ

みをもたらすこともありましたが、大
おお

きな災
さい

害
が い

をも

たらすこともたびたびありました。南三陸町
みなみさんりくちょう

では１８９６年
ねん

の明治
め い じ

三陸
さん り く

地震
じ し ん

や１９６０年
ねん

のチリ地震
じ し ん

津波
つ な み

など、地震
じ し ん

にともなう津波
つ な み

が

多
おお

く押
お

し寄
よ

せ、大
おお

きな被
ひ

害
がい

を残
のこ

しています。しかしそのたびに

南三陸町
みなみさんりくちょう

の人々
ひと び と

は海
うみ

と向
む

き合
あ

い、海
うみ

とともに生
い

きてきた歴
れき

史
し

があり

ます。 

ノリ干
ほ

し場
ば

 

（松原
まつば ら

・昭和
しょう わ

３０年
とし

ごろ） 

ノリス

ワカメ干
ほ

し

（戸倉
と ぐ ら

・長清水
な が し ず

） 

　志
し づ が わ

津川湾
わ ん

では現
げ ん

在
ざ い

、ノリ養
ようしょく

殖は行
おこな

わ
れていませんが、志

し

津
づ が わ

川湾
わ ん

のノリは種
し ゅ る い

類
が多

お お

く、味
あ じ

が良
よ

かっ
たそうです。

三
さ ん り く

陸地
じ し ん

震や１９６０年
ね ん

のチリ地
じ し ん

震など、地
じ し ん

震にともなう津
つ な み

波が多
お お

く
押

お

し寄
よ

せ、大
お お

きな被
ひ が い

害を残
の こ

しています。しかしそのたびに南
み な み さ ん り く

三陸町
ちょう

の人
ひ と び と

々は海
う み

と向
む

き合
あ

い、海
う み

とともに生
い

きてきた歴
れ き し

史があります。
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○志津川湾
し づ が わ わ ん

の漁業
ぎょぎょう

 

漁業
ぎょぎょう

は南三陸町
みなみさんりくちょう

の重要
じゅうよう

な産業
さんぎょう

です。志津川
し づ が わ

湾
わ ん

ではいろいろな漁業
ぎょぎょう

が営
いとな

まれています。特
とく

に、三方
さん ぽ う

を陸
りく

に囲
かこ

まれた穏
おだ

やかな環境
かんきょう

を活
い

かし

た養殖業
ようしょくぎょう

が盛
さか

んに行
おこな

われています。 

カキ養殖
ようしょく

マガキの養殖
ようしょく

は志津川
し づ が わ

湾
わ ん

での主要
しゅ よ う

な養
よう

殖
しょく

業
ぎょう

の一
ひと

つです。大
おお

きな黒
くろ

い浮
う

きの下
した

に

はたくさんのカキがロープでつり下
さ

げら

れています。カキは海中
かいちゅう

の植物
しょくぶつ

プランク

トンなどをろ過
か

して食
た

べ成長
せいちょう

します。

2017年
ねん

、戸倉地区
と ぐ ら ち く

のカキ養殖
ようしょく

は、環境
かんきょう

に配慮
はい り ょ

した養殖水産物
ようしょくすいさんぶつ

のエコラベル

（ASC認証
にんしょう

）を取得
しゅ と く

しました。 

ホタテ養殖
ようしょく

生
せ い

後
ご

1年
ねん

ほどのホタテの殻
から

の耳
みみ

の部分
ぶ ぶ ん

にテグスを通
とお

してホタテを海中
かいちゅう

につるし

て行
おこな

われます。その後
ご

1-2年
ねん

で出荷
しゅ っ か

する

サイズに成長
せいちょう

します。 

ホヤ養殖
ようしょく

マボヤが付着
ふち ゃ く

したロープを海中
かいちゅう

につる

して行われます。3年目
ね ん め

から 4年目
ね ん め

の夏
なつ

に水揚
み ず あ

げされ出荷
しゅ っ か

されます。5-8月
がつ

が旬
しゅん

です。 
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ワカメ養殖
ようしょく

水温
すい お ん

が下
さ

がる 11月
がつ

頃
こ ろ

に幼
おさな

いワカメを

ロープにはさみ込
こ

み、そのロープを水面
すい め ん

近
ち か

くに沈
しず

めて養殖
ようしょく

します。2-5月
がつ

に収穫
しゅうかく

します 

ギンザケ養殖
ようしょく

 

淡水
たん す い

で飼育
し い く

した稚魚
ち ぎ ょ

を秋
あき

に海
かい

に浮
う

かべ

た生
い

け簀
す

に入れ、エサを与
あた

えて育
そだ

てま

す。ギンザケは成長
せいちょう

が速
はや

く、春
はる

から夏
なつ

に

は水揚
み ず あ

げされます。志津川
し づ が わ

湾
わ ん

はギンザケ

養殖
ようしょく

発祥
はっしょう

の地
ち

です 

タコかご漁業
ぎょぎょう

かごの中
なか

にサンマなどのエサを入れて

海底
かい て い

に沈め、タコを誘
さそ

い込
こ

みます。

2017年
ねん

秋
あ き

は、記録的
き ろ く て き

なマダコの豊漁
ほうりょう

と

なりました。 

定置網
て い ち あ み

漁業
ぎょぎょう

 

沖
おき

の海底
かい て い

に大
おお

きな網
あみ

を設置
せ っ ち

して、その

中
なか

に魚
さかな

を誘
さそ

い込
こ

みます。魚
さかな

がたまった

網
あみ

を船
せん

で上
あ

げてまとめて水揚
み ず あ

げします。

サケやブリ、イワシなど様々
さま ざ ま

な魚
さかな

をとる

ことができます。 

海
う み

船
ふ ね
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3. ラムサール条約
じ ょ う や く

ってなに？  

 

 ラムサール条約
じょうやく

の正式
せ い し き

な名前
な ま え

は、「特
と く

に

水鳥
み ず ど り

の生息地
せ い そ く ち

として国際的
こ く さ い て き

に重要
じゅうよう

な湿地
し っ ち

に関
か ん

する条約
じょうやく

」です。私
わたし

たちの暮
く

らしを豊
ゆ た

かにする湿地
し っ ち

を守
ま も

るために決められた、

世界
せ か い

でも有名
ゆ う め い

な条約
じょうやく

です。  

 

 「湿地
し っ ち

」とは、川
か わ

や池
い け

や田
た

んぼ、海岸
か い が ん

や干潟
ひ が た

など、海辺
う み べ

を

ふくむ身近
み ぢ か

な水辺
み ず べ

のことを指
さ

します。  

 

 ラムサール条約
じょうやく

は、3 つの柱
はしら

を大
お お

きな目的
も く て き

としています。 

 

 

 

 

 

 

①「保全
ほ ぜ ん

・再生
さ い せ い

」  

 私
わたし

たちの暮
く

らしを支
さ さ

える重要
じゅうよう

な湿地
し っ ち

の生態
せ い た い

系
け い

を守
ま も

る  

②「賢明
け ん め い

な利用
り よ う

（ワイズユース）」  

 湿地
し っ ち

の生態系
せ い た い け い

を保
た も

ちながらその恵
め ぐ

みを末永
す え な が

く、賢
かしこ

く使
つ か

う  

③「交流
こうりゅう

・学習
がくしゅう

」  

 湿地
し っ ち

での交流
こうりゅう

・学習
がくしゅう

を通
と お

して湿地
し っ ち

の大切
た い せ つ

さを広
ひ ろ

く伝
つ た

える  

ラムサール条約
じょうやく

のロゴ  

決
き

め ら れ た、

。

。

。

3.  ラムサール条
じ ょ う や く

約ってなに？
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○ラムサール条約
じょうやく

湿地
し っ ち

「志津川
し づ が わ

湾
わ ん

」  

 2018年
ね ん

10月
が つ

18日
に ち

、歌津
う た つ

・志津川
し づ が わ

・戸倉
と ぐ ら

の海域
か い い き

を含
ふ く

む南
みなみ

三
さ ん

陸
り く

町
ちょう

の海
う み

「志津川
し づ が わ

湾
わ ん

」がラムサール条約
じょうやく

湿地
し っ ち

に登
と う

録
ろ く

され

ました。そして、その 5日後
か ご

の 10月
が つ

23日
に ち

には、アラブ

首長
しゅちょう

国
こ く

連邦
れ ん ぽ う

の都市
と し

「ドバイ」で行われたラムサール条約
じょうやく

締約国
て い や く こ く

会議
か い ぎ

にて、認定証
にんて い し ょ う

が授
じ ゅ

与
よ

されました。  

 

 

 

 

 

  ラムサール条約
じょうやく

湿地
し っ ち

登録
とうろく

認定証
にんていしょう

 志津川湾のロゴマーク  志
し づ が わ

津 川 湾
わん

の ロ ゴ マ ー ク
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○日本
に ほ ん

のラムサール条約
じょうやく

湿地
し っ ち

 

現在、日本
に ほ ん

にはラムサール条約
じょうやく

に登
と う

録
ろ く

された湿地
し っ ち

が 52

ヶ所
か し ょ

あります。宮城県
み や ぎ け ん

には志津川
し づ が わ

湾
わ ん

のほか、伊豆
い ず

沼
ぬ ま

・内
う ち

沼
ぬ ま

、

蕪
か ぶ

栗
く り

沼
ぬ ま

・周辺
しゅうへん

水田
す い で ん

、化女
け じ ょ

沼
ぬ ま

が登
と う

録
ろ く

されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本
に ほ ん

のラムサール条約
じょうやく

湿地
し っ ち

 

現
げ ん ざ い

在

●：ラムサール条約湿地
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ラムサール条約
じょうやく

湿地
し っ ち

に登
と う

録
ろ く

されるには、以下
い か

の 9 つの

国際的
こ く さ い て き

な登録
と う ろ く

基準
き じ ゅ ん

のどれかに当
あ

てはまることが必要
ひ つ よ う

です。  

 志津川
し づ が わ

湾
わ ん

はこの中
な か

のうち 5 つの基準
き じ ゅ ん

を満
み

たしています。こ

れは滋賀県
し が け ん

の琵琶
び わ

湖
こ

などと並
な ら

んで日本
に ほ ん

で最
もっと

も多
お お

い数
か ず

です。  

基準
きじゅ ん

1：特定
とくて い

の生物
せいぶ つ

地理
ち り

区内
く な い

で、代表的
だいひょうてき

、希少
きしょ う

または固有
こ ゆ う

の湿地
し っ ち

タイ

プを含む湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

2：絶滅
ぜつめ つ

のおそれのある種
しゅ

や群集
ぐんしゅう

を支えている湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

3：特定
とくて い

の 生物
せいぶ つ

地理
ち り

区内
く な い

に おける 生物
せいぶ つ

多様性
た よ う せ い

の 維持
い じ

に重要
じゅうよう

な

動植物
どうしょくぶつ

を支えている湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

4：動植物
どうしょくぶつ

のライフサイクルの重要
じゅうよう

な段階
だんか い

を支
ささ

えている湿地
し っ ち

ま

たは悪
あく

条件
じょうけん

の期間中
きかん ち ゅう

に動植物
どうしょくぶつ

の避難場所
ひ な ん ば し ょ

となる湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

5：定期的
て い き て き

に 2万羽
ま ん ば

以上
いじょ う

の水鳥
みずど り

を支
ささ

えている湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

6：水鳥
みずど り

の１種
しゅ

または１亜種
あ し ゅ

の個体群
こ た い ぐ ん

の 個体数
こ た い す う

の 1%以上
いじょ う

を

定期的
て い き て き

に支
ささ

えている湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

7：固有
こ ゆ う

な魚介類
ぎょか い るい

（魚
さかな

、エビ、カニ、貝類
かいる い

）の亜種
あ し ゅ

、種
しゅ

、科
か

、魚介類
ぎょか い るい

の生活史
せ い か つ し

の諸段階
しょだ ん かい

、種間相互作用
し ゅ か ん そ う ご さ よ う

、湿地
し っ ち

の価値
か ち

を代表
だいひょう

するような

個体群
こ た い ぐ ん

の相当
そうと う

な割合
わりあ い

を支
ささ

えており、それによって世界
せ か い

の生物多様性
せ い ぶ つ た よ う せ い

に貢献
こうけ ん

している湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

8：魚介類
ぎょか い るい

の食物源
しょくもつげん

、産卵場
さ ん ら ん ば

、稚魚
ち ぎ ょ

の生育場
せ い い く ば

として重要
じゅうよう

な湿地
し っ ち

あ

るいは湿地
し っ ち

以外
い が い

の漁業
ぎょぎょう

資源
し げ ん

の重要
じゅうよう

な回遊経路
か い ゆ う け い ろ

となっている湿地
し っ ち

 

基準
きじゅ ん

9：鳥類
ちょうるい

以外
い が い

の湿地
し っ ち

に依存
い ぞ ん

する動物
どうぶ つ

の種
しゅ

または亜種
あ し ゅ

の個体群
こ た い ぐ ん

の

個体数
こ た い す う

の 1%以上
いじょ う

を定期的
て い き て き

に支
ささ

えている湿地
し っ ち

 

さ さ

さ さ

　志
し づ が わ

津川湾
わ ん

はこの中
な か

のうち、チェックのついた 5 つの基
き じ ゅ ん

準を満
み

たして

います。これは滋
し が

賀県
け ん

の琵
び わ こ

琶湖などと並
な ら

んで日
に ほ ん

本で最
もっと

も多
お お

い数
か ず

です。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

□

□
□

□

□
□

□

□

□

コラム：ラムサール条
じょうやく

約湿
し っ ち

地の登
と う ろ く

録基
き じ ゅ ん

準ってなに？
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　海
か い そ う

藻の森
も り

や海
う み く さ

草の草
そ う げ ん

原のことを「藻
も ば

場」といいます。藻
も ば

場
をつくる海

か い そ う

藻は、ウニやアワビなど、様
さ ま ざ ま

々な生
い

きものの大
た い

切
せ つ

なエサになります。また、普
ふ だ ん

段は沖
お き

にいても、子
こ

どもの頃
こ ろ

を
藻

も ば

場に守
ま も

られて過
す

ごす魚
さかな

や、藻
も ば

場で卵
たまご

を産
う

む魚
さかな

もいます。こ
のように、藻

も ば

場は多
お お

くの生
い

きものの隠
か く

れ家
が

やゆりかごとなり
ます。さらに、葉

は

の上
う え

に住
す

む小
ち い

さな生
い

きもの達
た ち

と一
い っ し ょ

緒に、海
う み

の水
み ず

をきれいにします。
　藻

も ば

場は生
せ い た い け い

態系の中
な か

で大
た い せ つ

切な役
や く わ り

割を果
は

たすとともに、私
わたし

たち
人
に ん げ ん

間にとっても豊
ゆ た

かな恵
め ぐ

みを与
あ た

えてくれる重
じ ゅ う よ う

要な存
そ ん ざ い

在なので
す。これまでの調

ち ょ う さ

査から、志
し づ が わ

津川湾
わ ん

では２００種
し ゅ

以
い じ ょ う

上の海
か い そ う

藻
と５種

し ゅ

の海
う み く さ

草が確
か く に ん

認されています。

4.  志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の藻
も ば

場
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　マコンブは、砂
す な

まじりの浅
あ さ

い海
か い て い

底で大
お お

き
な森

も り

をつくる海
か い そ う

藻です。このような藻
も ば

場を
コンブ場

ば

といいます。ウニやアワビの重
じゅうよう

要
なエサにもなります。

　波
な み

当
あ

たりの強
つ よ

い浅
あ さ

い岩
い わ ば

場に生
は

えるアラメ
がつくる藻

も ば

場です。アラメの体
からだ

は茎
く き

と葉
は

か
ら成

な

り、茎
く き

は二
ふ た ま た

叉に枝
え だ わ

分かれします。切
き

れ
落

お

ちた葉
は

はウニやアワビの重
じゅうよう

要なエサにな
ります

　アカモクなど、体
からだ

に浮
うきぶくろ

袋を持
も

つ海
か い そ う

藻の仲
な か

間
ま

が作
つ く

る藻
も ば

場です。浮
うきぶくろ

袋の浮
ふ り ょ く

力で海
か い て い

底から
立

た

ち上
あ

がり、背
せ

の高
た か

い藻
も ば

場を作
つ く

ります。

　アマモなどの海
う み く さ

草の草
そ う げ ん

原です。海
う み く さ

草は陸
りくじょう

上
の種

し ゅ し

子植
しょくぶつ

物と同
お な

じ仲
な か ま

間です。志
し づ が わ

津川湾
わ ん

では５
種
し ゅ る い

類のアマモ類
る い

が確
か く に ん

認されています。

コンブ場
ば

アラメ場
ば

ガラモ場
ば

アマモ場
ば



13



14

コラム：志
し づ が わ

津川湾
わ ん

と海
かいりゅう

流
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　毎
ま い と し

年６月
が つ

、志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の椿
つばきしま

島付
ふ き ん

近で海
か い そ う

藻類
る い

の生
せ い い く

育状
じょうきょう

況を記
き ろ く

録する調
ちょう

査
さ

を行
おこな

っています。多
た よ う

様な生
せ い た い け い

態系を守
ま も

る取
と り く

組みの一
ひ と

つとして、環
かんきょう

境
省
しょう

は国
こ く な い

内の重
じゅうよう

要な自
し ぜ ん

然環
かんきょう

境を１０００ヶ
か し ょ

所程
ほ ど

選
え ら

んで調
ち ょ う さ

査をしていま
す（モニタリングサイト１０００）。志

し づ が わ

津川湾
わ ん

は、全
ぜ ん こ く

国で６ヶ
か し ょ

所し
かない藻

も ば

場サイトのひとつに選
え ら

ばれているのです。

たことです。藻
も ば

場は、さまざまな海
う み

の生
い

きものたちを育
はぐく

む大
た い せ つ

切な存
そ ん ざ い

在
です。その様

よ う す

子をこれからもしっかりと見
み ま も

守っていく必
ひ つ よ う

要がありま
す。

コラム：モニタリングサイト１０００調
ち ょ う さ

査
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（海
か い そ う

藻は緑
みどりいろ

色、茶
ち ゃ い ろ

色、赤
あ か い ろ

色の３グループに分
わ

けることができます）

植
しょくぶつ

物を好
この

む海
うみどり

鳥の重
じゅうよう

要なエサになり

ます。

　体
からだ

は薄
う す

く、幅
は ば

が広
ひ ろ

くて長
な が

い葉
は

のよ

うな形
かたち

です。長
な が

さは 10-30㎝ほど

にもなります。お好
こ の

み焼
や

きやたこ

焼
や

きにかける青
あ お

のりの原
げんりょう

料になりま

す。

　やわらかい手
て ざ わ

触りで、鳥
と り

の羽
は ね

根の

ような形
かたち

をした美
うつく

しい海
か い そ う

藻です。高
た か

さが 20-30㎝の大
お お が た

型になることか

ら、この名
な ま え

前がつけられました。
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　体
からだ

にたくさんの浮
うきぶくろ

袋を持
も

ち、海
か い て い

底

からまっすぐ水
す い め ん

面へ伸
の

びていきます。

時
と き

には長
な が

さが 5 m を超
こ

えることもあ

ります。「ギバサ」と呼
よ

ばれ食
しょくよう

用にも

されます。

　ヒジキは茶
ち ゃ い ろ

色い海
か い そ う

藻の仲
な か ま

間です。

浅
あ さ

い岩
い わ は だ

肌を覆
お お

うように群
ぐ ん せ い

生します。

食
しょくたく

卓に上
の ぼ

るヒジキが黒
く ろ

いのは、茹
ゆ

で

たり干
ほ

したりする加
か こ う

工を繰
く

り返
か え

した

ためです。
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　三
さ ん り く

陸が誇
ほ こ

る高
こうきゅうしょくざい

級食材のひとつです。

汁
し る も の

物に入
い

れると緑
みどりいろ

色になり、香
こ う

ばし

い磯
い そ

の香
か お

りが漂
ただよ

います。生
な ま

や干
ほ

した

ものをあぶって「焼
や

きマツモ」とし

ても利
り よ う

用されます。

　志
し づ が わ

津川湾
わ ん

には数
す う し ゅ る い

種類のモズクの仲
な か

間
ま

が生
せ い い く

育しています。写
し ゃ し ん

真の海
か い そ う

藻は、

岩
い わ

につくことの多
お お

いイシモズクと思
お も

われます。「岩
い わ

もずく」とも呼
よ

ばれて

います。

羽
はねじょう

状
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　鮮
あ ざ

やかな赤
あ か い ろ

色の海
か い そ う

藻です。細
こ ま

かく

枝
え だ わ

分かれした葉
は

が交
こ う ご

互に並
な ら

んだ美
うつく

し

い形
かたち

をしています。海
か い そ う

藻おしばには

欠
か

かせない材
ざいりょう

料です。「ゆかり」とは、

紫
むらさきいろ

色を意
い み

味する言
こ と ば

葉でもあります。

よく食
た

べられる海
か い そ う

藻です。体
からだ

は袋
ふくろじょう

状
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生
せ い い く

育

メワケアマノリです（矢
や じ る し

印）。河
か こ う

口

付
ふ き ん

近の干
ひ が た

潟に生
せ い い く

育するノリの仲
な か ま

間

で、写
し ゃ し ん

真ではオゴノリの棒
ぼうじょう

状の葉
は

に

くっついています。水
み と べ

戸辺川
が わ

の河
か こ う

口

で撮
さ つ え い

影されました。
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　内
な い わ ん

湾の静
し ず

かな砂
す な ち

地に生
せ い い く

育する海
う み く さ

草の

仲
な か ま

間です。海
かいちゅう

中に大
お お

きな草
そ う げ ん

原をつくり、

様
さ ま ざ ま

々な生
い

きものの住
す

みかとなります。

コクガンの重
じゅうよう

要なエサのひとつです。

（DD：宮
み や ぎ け ん

城県）※
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　草
く さ た け

丈が 7 m にもなる世
せ か い

界最
さいちょう

長の海
う み

草
く さ

類
る い

です。他
ほ か

のアマモ類
る い

よりも深
ふ か

い

水
す い し ん

深に生
せ い い く

育します。東
ひ が し に ほ ん

日本大
だ い し ん さ い

震災に

よる津
つ な み

波で生
せ い い く い き

育域が減
げんしょう

少しましたが、

徐
じ ょ じ ょ

々に回
か い ふ く

復していることが確
か く に ん

認され

ています。環
かんきょうしょう

境省のレッドリストで

は絶
ぜ つ め つ

滅危
き ぐ

惧Ⅱ類
る い

に指
し て い

定されています。

（DD：宮
み や ぎ け ん

城県，VU：環境省）※

（※：P24 参
さんしょう

照）
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　干
ひ が た

潟は、多
お お

くの生
い

きもの達
た ち

の重
じゅうよう

要な住
す

みかです。一
いっしょう

生干
ひ が た

潟で生
せ い か つ

活するも

のや、幼
よ う せ い

生の時
と き

など一
いっしょう

生のごく一
い ち ぶ

部の時
じ き

期を過
す

ごすものなど、湾
わ ん な い

内の多
お お

くの生
い

きものを育
はぐく

む大
た い せ つ

切な存
そ ん ざ い

在です。また、干
ひ が た

潟の泥
ど ろ

の中
な か

に住
す

む動
ど う ぶ つ

物や

微
び

生
せ い

物
ぶ つ

のはたらきによって水
み ず

をきれいにする大
た い せ つ

切な機
き の う

能を担
に な

っています。

志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の海
か い が ん

岸には、複
ふ く ざ つ

雑に入
い

り組
く

んだ入
い

り江
え

がいくつも連
つ ら

なり、たくさ

んの干
ひ が た

潟が見
み

られます。

5.  志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の干
ひ が た

潟・湿
し っ ち

地
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底
て い せ い ど う ぶ つ

生動物

戸
と ぐ ら

倉海
か い が ん

岸
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【志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の干
ひ が た

潟でみられる希
き し ょ う

少な生きものたち】

シロウオ（VU）上：オス  下：メス

サンリクドロソコエビ（DD）
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【志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の干
ひ が た

潟でみられる希
き し ょ う

少な生きものたち】

ネムグリガイ（DD）

イボキサゴ（NT）
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○松原
ま つ ば ら

干潟
ひ が た

の生きもの調査
ち ょ う さ

 

 今
い ま

から 50年
ね ん

ほど前
ま え

、八幡
は ち ま ん

川
が わ

河口
か こ う

の松原
ま つ ば ら

海岸
か い が ん

は潮干狩
し お ひ が

りな

どが楽
た の

しめる身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

でした。1960年
ね ん

のチリ地震
じ し ん

津波
つ な み

の

後に防潮堤
ぼうち ょ う て い

が作
つ く

られ、松原
ま つ ば ら

海岸
か い が ん

は「松原
ま つ ば ら

公園
こ う え ん

」となりました。

しかし、2011年
ね ん

の東日本
ひ が し に ほ ん

大震災
だ い し ん さ い

による津波
つ な み

で防潮堤
ぼうち ょ う て い

が壊
こ わ

さ

れ、再
ふたた

び干潟
ひ が た

や磯
い そ

を含
ふ く

む海岸
か い が ん

に戻
も ど

りました。  

 志津川
し づ が わ

高校
こ う こ う

自然科
し ぜ ん か

学部
が く ぶ

の部員
ぶ い ん

たちは、この海岸
か い が ん

を松原
ま つ ば ら

干潟
ひ が た

と呼
よ

び、どのような生
い

きものが暮
く

らしているのか調査
ち ょ う さ

を行
おこな

い

ました。調査
ち ょ う さ

の結果
け っ か

、100種
し ゅ

近
ち か

くの生
い

きものが干潟
ひ が た

で見
み

つか

りました。ここでは、実際
じ っ さ い

の調査
ち ょ う さ

方法
ほ う ほ う

と松原
ま つ ば ら

干潟
ひ が た

で見
み

つかっ

た貴重
き ち ょ う

な生
い

きものたちを紹介
しょうかい

します。  

  
現在
げ ん ざ い

の松原
ま つ ば ら

干潟
ひ が た

の様子
よ う す
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調査
ち ょ う さ

の方法
ほ う ほ う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松原
ま つ ば ら

干潟
ひ が た

の貴重
き ち ょ う

な生
い

きもの  

 松原
ま つ ば ら

干潟
ひ が た

は志津川
し づ が わ

の中心街
ちゅう し ん が い

近
ち か

くにありますが、絶滅
ぜ つ め つ

のおそ

れがある貴重
き ち ょ う

な生
い

きものが多
お お

く見
み

つかっています。  

 

 

 

 

 

 

地元
じ も と

の高校生
こ う こ う せ い

たちの手
て

によって、松原
ま つ ば ら

干潟
ひ が た

が志津川
し づ が わ

湾
わ ん

にと

っても重要
じゅうよう

であることが分
わ

かってきました。今後
こ ん ご

も調査
ち ょ う さ

を続
つ づ

けていけば、さらにたくさんの生
い

きものが見
み

つかるかもしれ

ません。  

①地表
ち ひ ょ う

にいる生
い

きものを探す  

生
い

きものは岩
い わ

の隙間
す き ま

や石
い し

の裏
う ら

にいる

ことが多
お お

い  

②泥
ど ろ

や砂
す な

の中
ちゅう

にいる生
い

きものを探
さ が

す  

スコップで土
つ ち

を掘
ほ

り返
か え

したあと、ふ

るいにかけて生
い

きものを探
さ が

す  

③見
み

つけた生
い

きものを袋
ふくろ

に入
い

れる  

持
も

ち帰
か え

ったあと、どんな生
い

きものが

いたか、図鑑
ず か ん

を使
つ か

って名前
な ま え

を調
し ら

べる  

ヨモギホンヤドカリ  

NT（ 環 境 省
かんきょうしょう

）  

NT（日本
にほん

ベントス 学 会
がっかい

）  

トリウミアカイソモドキ  

VU（宮城県
みやぎけん

）  

NT（ 環 境 省
かんきょうしょう

）  

カネココブシガニ  

DD（ 環 境 省
かんきょうしょう

）  

スジホシムシモドキ  

NT（宮城県
みやぎけん

）  

NT（日本
にほん

ベントス 学 会
がっかい

）  NT（ 環
かんきょうしょう

境 省 、日
にほん

本ベントス学
がっかい

会）
NT（ 環

かんきょうしょう
境 省 、宮

みやぎ
城県

けん
、

　　　日
にほん

本ベントス学
がっかい

会）
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・ ガンの仲
な か ま

間では唯
ゆ い い つ

一海
う み

に暮
く

らす種
し ゅ る い

類

・ 国
く に

の天
て ん ね ん

然記
き ね ん ぶ つ

念物

・ 絶
ぜ つ め つ

滅危
き ぐ

惧種
し ゅ

（絶
ぜ つ め つ

滅危
き ぐ

惧Ⅱ類
る い

：環
かんきょうしょう

境省・宮
み や ぎ け ん

城県）

6.  志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の水
み ず ど り

鳥
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志
し づ が わ

津川湾
わ ん

には、コクガンが冬
ふ ゆ

を越
こ

すの

に適
て き

した環
かんきょう

境がそろっています。
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上
うえ

：メス  下
した

：オス

左
ひだり

：オス  右
みぎ

：メス

上
うえ

：オス  下
した

：メス
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左
ひだり

：オス  右
みぎ

：メス

オス

左
ひだり

：オス  右
みぎ

：メス

　湾
わ ん

の外
そ と

を好
こ の

むカモで、湾
わ ん

の奥
お く

では

あまり見
み

られません。歌
う た つ

津泊
とまりはま

浜周
しゅうへん

辺

や椿
つばきしま

島より東
ひがし

の海
か い い き

域などで見
み

られる

ことがあります。オスの独
ど く と く

特の模
も よ う

様

はまるでピエロのようです。

通
と お

湾
わ ん

の奥
お く
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上
うえ

：オス  下
した

：メス

左
ひだり

：オス  右
みぎ

：メス

よく目
め だ

立ちます。湾
わ ん

の外
そ と

に多
お お

いカモで

すが、震
し ん さ い

災後
ご

は湾
わ ん

の奥
お く

まで群
む

れで入
は い

っ

てくるようになりました。「フィー、

フィー」と涼
す ず

しげな声
こ え

で鳴
な

きます。

見
み

られることが多
お お

く、水
み ず

に潜
も ぐ

ってエ

サを採
と

るので、潜
も ぐ

れない他
ほ か

の鳥
と り

たち

にエサを横
よ こ ど

取りされることがありま

す。
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　空
くうちゅう

中でホバリングした後
あ と

、海
か い め ん

面
に飛

と

び込
こ

んで狙
ね ら

った魚
さかな

を捕
と ら

えます。
飛
ひ こ う き

行機の「オスプレイ」は、ミサゴ
の英

え い ご

語名
め い

が由
ゆ ら い

来です。一
い ち ね ん

年を通
と お

して
観
か ん さ つ

察でき、志
し づ が わ

津川湾
わ ん

を取
と

り囲
か こ

む山
や ま や ま

々
で数

す う

ペアが繁
はんしょく

殖しています。
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7. 志津川
し づ が わ

湾
わ ん

の特徴的
と く ち ょ う て き

な生
い

きものたち 

これまで行
おこな

われてきた調査
ちょ う さ

から、志津川
し づ が わ

湾
わ ん

ではユニークで可愛
か わ い

ら

しい生
い

きものたちが多
おお

く確認
かく に ん

されています。 

クチバシカジカ

おちょぼ口
ぐち

で海底
かいて い

をチョコチョコと歩
ある

く

体長
たいちょう

7cmほどのカジカの仲間
な か ま

です。南三陸町
みなみさんりくちょう

の

キャラクター「クチ坊
ぼう

」として親
した

しまれていま

す。 

ダンゴウオ 

まん丸
まる

の体
からだ

がお団子
だ ん ご

のような可愛
か わ い

らしい魚
さかな

です。体長
たいちょう

は 2 cm ほど。体色
たいしょく

は赤
あか

やピンク、

緑
みどり

などカラフルになります。普段
ふ だ ん

はお腹
なか

の吸盤
きゅうばん

で海藻
かいそ う

や岩
いわ

にくっついています。 

ソメワケウミクワガタ

オスの成体
せいた い

（写真
しゃし ん

右上
みぎう え

）はクワガタムシそっ

くりの大
おお

きなアゴがあります。実
じつ

はエビやカニ

の仲間
な か ま

で、幼生
ようせ い

（写真
じゃし ん

オス以外
い が い

）は魚
さかな

の寄生
き せ い

虫
ちゅう

として生活
せいか つ

しています。体長
たいちょう

は 5 mmほど。 

タシンスナクモヒトデ

1878年
ねん

に東京
とうきょう

湾
わん

で見
み

つかって以来
い ら い

、100

年
ねん

以上
いじょ う

の間
あいだ

見
み

つかったことのない幻
まぼろし

のクモ

ヒトデの仲間
な か ま

が志津川
し づ が わ

湾
わん

で見
み

つかりました。 

7.  志
し づ が わ

津川湾
わ ん

の特
と く ち ょ う て き

徴的な生
い

きものたち
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マダコ

志津川
し づ が わ

湾
わん

が名産
めいさ ん

の美味
お い

しい海産物
かいさ ん ぶつ

です。

貝
かい

やカニが大好物
だいこ う ぶつ

。暖
あたた

かい海
うみ

を代表
だいひょう

する

タコの仲間
な か ま

です。南三陸町
みなみさんりくちょう

ではキャラクタ

ー「オクトパス君
くん

」として親
した

しまれていま

す。 

ミズダコ

冷
つめ

たい海
うみ

を代表
だいひょう

するタコの仲間
な か ま

です。

大型
おおが た

のタコで、体長
たいちょう

が 3 mを超
こ

えること

もあると言
い

われます。 

クロタマキビ

波
なみ

が当
あ

たる岩場
い わ ば

にで見
み

られる巻貝
まきが い

です。

冷
つめ

たい海
うみ

に住み、志津川
し づ が わ

湾
わん

が分布
ぶ ん ぷ

の南限
なんげ ん

と

されています。 

オオウスイロヘソカドガイ

波
なみ

しぶきがわずかに当
あ

たる程度
て い ど

の岩場
い わ ば

で

見
み

られる小
ちい

さな巻貝
まきが い

です。暖
あたた

かな海
うみ

に住
す

み、志津川
し づ が わ

湾
わん

が分布
ぶ ん ぷ

の北限
ほくげ ん

とされていま

す。 

　志
し づ が わ

津川湾
わ ん

が名
め い さ ん

産の美
お い

味しい海
か い さ ん ぶ つ

産物です。
貝
か い

やカニが大
だ い こ う ぶ つ

好物。暖
あたた

かい海
う み

を代
だ い ひ ょ う

表する
タコの仲

な か ま

間です。南
みなみさんりくちょう

三陸町ではキャラクター
「オクトパス君

く ん

」として親
し た

しまれています。

　波
な み

が当
あ

たる岩
い わ ば

場に見
み

られる巻
ま き が い

貝です。 
冷
つ め

たい海
う み

に住
す

み、志
し づ が わ

津川湾
わ ん

が分
ぶ ん ぷ

布の南
な ん げ ん

限と 
されています。
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れるピンク色
い ろ

の藻
そ う る い

類が岩
い わ は だ

肌を覆
お お

っているからです。今
い ま

、志
し づ が わ

津川湾
わ ん

では、マ

コンブやアラメなど大
お お が た

型の海
か い そ う る い

藻類が姿
すがた

を消
け

し、この石
せ っ か い そ う

灰藻が海
か い て い

底を覆
お お

う

「磯
い そ

焼
や

け」と呼
よ

ばれる現
げんしょう

象が見
み

られるようになりました。その原
げ ん い ん

因には様
さ ま ざ ま

々

な理
り ゆ う

由が考
かんが

えられますが、そうした場
ば し ょ

所では海
か い そ う

藻を食
た

べるウニの数
か ず

が多
お お

く、

新
あ ら

たに芽
め ば

生える海
か い そ う

藻も食
た

べてしまうのでなかなか元
も と

の海
か い そ う

藻の森
も り

には戻
も ど

りま

せん。また、磯
い そ や

焼けが見
み

られる海
う み

のウニは、身
み い

入りが悪
わ る

く、商
しょうひん

品として売
う

れなくなります。

2015 年
ね ん

12 月
が つ

2 日
か

  野
の じ ま

島周
しゅうへん

辺

8.  湿
し っ ち

地を活
い

かしていくために
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　現
げ ん ざ い

在、海
か い そ う

藻の森
も り

が復
ふ っ か つ

活し、実
み い

入りのよいウニやアワビが取
と

れるバ

ランスのとれた海
う み

づくりを目
め ざ

指した取
と り く

組みが行
おこな

われています。漁
ぎょきょう

協

と大
だ い が く

学、役
や く ば

場が共
きょうどう

同で海
う み

に潜
も ぐ

って海
か い そ う

藻や海
か い そ う

藻を食
た

べるウニの密
み つ ど

度を

調
し ら

べたり、ウニの間
ま び

引き作
さ ぎ ょ う

業を定
て い き て き

期的に行
おこな

っています。また、上
じょうくう

空

から撮
さ つ え い

影した画
が ぞ う

像（左
ひだり

の写
し ゃ し ん

真）をもとに海
か い そ う

藻の量
りょう

やその変
へ ん か

化を記
き ろ く

録

しています。地
じ み ち

道な調
ち ょ う さ

査ですが、これからの方
ほ う さ く

策をさぐるヒントが

見
み

つかると期
き た い

待しています。
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