
海洋学の 10 年展望（Ⅱ） 

―日本海洋学会将来構想委員会化学サブグループの議論から― 
 

 

神田穣太 1*, 石井雅男 2, 小川浩史 3, 小埜恒夫 4, 小畑元 3, 川合美千代 5, 鈴村昌弘 6, 本多牧生 7, 

山下洋平 8, 渡邉豊 8 

 

1 東京海洋大学大学院海洋科学系，2 気象庁気象研究所，3 東京大学大気海洋研究所，4 独立行

政法人水産総合研究センター，5 東京海洋大学先端科学技術研究センター，6 独立行政法人産業

技術総合研究所，7 独立行政法人海洋研究開発機構，8 北海道大学大学院環境科学院 

 

*連絡著者 〒108-8477 東京都港区港南 4－5－7 電話: 03-5463-0452   FAX: 03-5463-0452 

E-mail: jkanda@kaiyodai.ac.jp 

 

 

要旨 

化学海洋学を中心とする視点から，海洋学の過去 10 年程度の研究の進展を総括するとともに，

今後 10 年程度の期間でわが国として取り組むべき研究の方向性について論じた。物質循環は依然

として海洋学の主たる研究対象である。海洋における物質の定量は化学系の海洋観測の基本であ

るが，センサーを搭載した各種の能動型のプラットフォームにより海洋物理系の観測並みに高い

時空間解像度を目指す方向が大きな柱になりつつある。一方で，このような高密度観測を補完す

るプロセス研究の重要性も指摘された。この両者の相互連携の仲立ちとしてモデルの役割が位置

づけられ，また両者の連携による研究進展における新技術の導入および技術開発へのフィードバ

ックの必要性が議論された。物質動態の可視化に不可欠なセンサーおよびプラットフォームの現

状と展望，プロセス研究の対象となる未解明部分の例示，両者を統合した今後の物質循環研究の

あり方とモデル海域の順で，研究基盤との関わりも含めて展望した。 
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１．はじめに－なぜ「いまだに」物質循環か？ 

 

海洋に存在する様々な物質の定量は，科学の歴史の中で多くの研究者が挑戦してきた課題であ

る。海洋における試料採取技術や分析技術の進歩により，ようやく 20 世紀後半になって，海洋に

おける主要な化学物質の分布が明らかにされるようになってきた。特に 1980 年代から現在に至る

機器分析技術の急速な発展と，海洋環境試料の採取技術，とりわけ試料の汚染管理技術の進歩や

世界標準試料の配布や分析手法の統一化によるデータ品質管理手法の進歩などにより，化学物質

の分布やその変動について多くの情報が得られており，その全体像が把握されつつある。 

一方，地球化学や生態学の分野で培われた「物質循環」の概念がこの間に海洋研究に取り入れ

られてきた。特に地球規模の環境変動に対する関心を背景に，炭素などのいわゆる生元素の循環

が様々な時空間スケールで研究の対象にされてきた。特に海洋では，大気中の温室効果気体の変

動と海洋の物質循環の関わりが大きくクローズアップされ，1990 年代からの複数の大規模国際共

同研究プロジェクトを通じて，海洋の物質循環に関する研究は大きく進展した。これらの成果に

より，物質循環についての地球科学的アプローチ（旧来の地球化学を超えて）や生物学的アプロ

ーチを統合した生物地球化学 biogeochemistry の体系は，海洋研究においても重要な地歩を得るこ

とにもなった。 

このようにして海洋の物質循環の理解が進む中で，例えばごくわずかずつ進む海洋表層の酸性

化や深層の貧酸素化の検出や，様々な周期の大気・海洋システムの経年的振動が化学物質の変動

に反映される事例の発見などの観測成果が得られている。しかしこれらの観測成果と対になる物

理的項目の観測データを比べるとき，その解像度の粗さを改めて認識せざるを得ない。日本海洋

学会将来構想委員会・化学サブグループの議論の中では，物質動態について物理系の解像度と見

合った時空間情報がない点が一致して指摘された。すなわち，我々はまだ物質循環の実像を目に

していない可能性が高いのである。3 次元の空間分布に時間変化を加えた 4 次元の物質動態が，

高解像度のいわば「ハイビジョン」（石井雅男）で可視化されたとき，我々の物質循環への現在の

理解が，この高解像度データによる検証に耐えうるレベルであるという保証はない。 

他方，例えば鉄の生物生産過程への支配的影響が発見（再発見）されて以降，海洋の物質循環

像が一変した例を見れば明らかなように，物質循環系を構成する各プロセスの正確な把握は依然

として重要な課題であり続けている。物質循環は物理プロセスと生物プロセスの両方に関わる複

合的システムであり，海洋で起こっている物質をめぐる諸事象には未知の因果関係が作用してい

る可能性が高い。ハイビジョン的な可視化によって物質の動態が把握できたとしても，それ自体

が直ちに物質循環の理解を意味するものではない。この意味で，物質循環を将来予測可能なレベ

ルで理解しようとする際には，ハイビジョン的な可視化と並行したプロセス研究が必要である。 

本報告では，物質動態の可視化に不可欠なセンサーおよびプラットフォームの現状と展望を取

り上げる（2 節）。次いでプロセス研究の対象となる未解明部分をいくつか取り上げて紹介する（3

節）。最後に，両者を統合した今後の物質循環研究のあり方について，モデルとなりうる海域と共

に展望する（4 節）。 

 

 

２. ハイビジョン観測による物質動態の可視化 

 



２.１. 化学計測のセンサー化 

 

海洋における化学成分の分析・解析は，高精度，正確さ，高度な専門的知識が求められ，いわ

ゆる職人芸の世界で，その道の専門家のみのものであった。従って，少数の熟練した専門家が実

際に現場に赴いて分析・解析することが求められてきたため，取得データ数がこれまでは限定さ

れてきた。このため，海洋の化学成分のデータ統合化を行うことは困難であり，リアルタイムで

の物質循環の動態を把握するには至っていない。 

近年，国際アルゴ計画のプロファイリングフロート観測網により，全海洋の約 3,500 点におい

て水温・塩分の鉛直分布の詳細な観測が可能となり，表層混合層の時空間的変動の把握など海洋

物理学研究のパラダイムシフトを実現しつつある。一方，これらアルゴフロートの一部には酸素

センサー，硝酸センサー，蛍光光度計，後方散乱計が搭載されている。これらのデータの精度，

正確さは船上での分析に比べて劣るもののその時空間的な高解像度の圧倒的な情報量は海洋化学

にとって新たな知見を与えつつある。さらにグライダーも普及しつつある今日，精度，正確さは

低いが数多くの情報量を提供する化学・生物センサーの開発がますます重要視されている。これ

については，例えば Limnology and Oceanography 誌の特集号（Dickey et al., 2008）を参照されたい。 

今後，海洋の化学成分の分析は，船舶観測による従来のものとともに，化学計測センサー化，

これらを搭載したプラットフォーム（プロファイリングフロート，係留ブイ等）の展開によって

進展し，その時空間的に圧倒的なデータ群により新たな海洋科学的知見が得られると期待される。 

 

2.1.1. 溶存酸素センサー 

 北太平洋では，亜寒帯域，親潮域，亜熱帯域，東部熱帯域の酸素極小層，そして日本海の深層

で，広範囲かつ長期に溶存酸素の減少傾向が観測されている（Ono et al., 2001, Watanabe et al., 

2001; Nakanowatari et al., 2007; Mecking et al., 2008; Strama et al., 2008; Kouketsu et al. 2010; 

Takatani et al., 2012 など）。その原因として，温暖化（＝成層化）によるベンチレーションの弱ま

りや，亜寒帯循環の強化による躍層からの低酸素水混合の強まりなどが挙げられており，なお議

論が続いている。しかし，海洋の物理循環や物質循環のなんらかの長期変化が，溶存酸素濃度の

減少を引き起こしていることについて，疑問をはさむ余地はない。 

これらの例が示すように，溶存酸素濃度の分布・変動は，海洋の物理循環・物質循環の様相や

変動を知る上で，極めて重要なトレーサーである。また，炭素循環を駆動する海洋表層の生物群

集による生産を評価したり，海洋内の CO2濃度の増加に対する人為起源 CO2の蓄積と物理循環・

物質循環の変動の寄与を分別する上でも，溶存酸素濃度の時空間変動の情報は大変有効である

（Gruber et al., 2010）。酸素センサー付き CTD の観測データによって，ウィンクラー法による離散

的な各層採水観測のデータや，CTD による水温・塩分の鉛直プロファイルだけでは検出できなか

った海洋の微細構造も明確になり始めている（気象庁，2013）。 

酸素センサーを搭載したプロファイリングフロートや水中グライダーの運用，データの検定や

データベース PACIFICA（PICES, 2012）などを活用した現場検証，そしてデータ公開の体制を

整備して，溶存酸素濃度の観測を拡充できれば，広域の 4 次元的な酸素濃度変動や，船舶では観

測が困難な中・高緯度域の厳冬期やメソスケール・サブメソスケールの現象に伴う酸素濃度の変

動を追跡できるようになる。これによって，北太平洋の溶存酸素の減少傾向の実態と原因のほか，

海洋内部のベンチレーションや亜表層の物質循環の実態解明も飛躍的に発展するものと期待され



る。 

センサーの現状：溶存酸素センサーは，未だ改良の余地はあるものの，海洋観測への普及が期待

される化学センサーの中で最も技術的完成度が高く，小型で消費電力の少ないセンサーの実用化

が進んでいる。中でも安定性の高い Aanderaa Oxygen Optode や SeaBird SBE 43 などがアルゴフロ

ートや水中グライダーに搭載されているほか，応答の速さが特長の JFE アドバンテックの

RINKO-III が，海洋研究開発機構の「みらい」や気象庁凌風丸・啓風丸による CTD 観測にも使わ

れ始めている。センサー応答の遅延を補正する式は，Uchida et al. (2010) によって提案されており，

ウィンクラー法で測定された各層採水のデータでドリフトや圧力ヒステリシスを補正すれば，条

件にもよるが 1 µmol kg-1レベルの高い精度でデータを取得できる。 

酸素センサーを搭載したプロファイリングフロートによる観測はすでに始まっており，ラブラ

ドル海におけるベンチレーション変化の研究（Körtzinger et al., 2004）や，ハワイ近海の亜表層に

おける純群集生産の研究（Riser and Johnson, 2008）などについて，その特性を活かした興味深い

研究成果が報告されている 

 

2.1.2. 炭酸系計測センサー 

海洋の炭酸物質の分布と変動は，一方で有光層の生物群集による有機物生産・炭酸カルシウム

殻形成や有光層下の有機物分解（呼吸）・炭酸カルシウム溶解により，他方でこれらの生物過程の

結果生じた濃度勾配とそれを解消させる方向に作用する海洋の物理的拡散・混合・循環に強く影

響を受けている。その変動は，大気・海洋間の CO2交換速度を変化させ，長期的に大気中の CO2

濃度に大きな影響を及ぼしている。 

また海洋は，化石燃料消費や森林破壊によって排出された CO2 のおよそ 1/4 を吸収し，大気中

の CO2濃度の増加を抑制することで，地球温暖化の進行を緩和している（Canadell et al., 2007 な

ど）。実際に多くの海域では，炭酸系測定の高精度化によって，表面水のほか海洋の内部でも CO2

の経年増加が観測されている（Brix and Gruber, 2004; Murata et al., 2007, 2012; Dore et al., 2009; 

Ishii et al., 2009, 2011; Midorikawa et al., 2012a,b; Kouketsu et al., 2013 など）。また同時に，海洋

の CO2 増加は，「もうひとつの CO2 問題」とも呼ばれる海洋酸性化を引き起こすため，海洋生態

系や生物活動を介した物質循環への影響が危惧されている。海洋酸性化の進行は，基本的に大気

中の CO2増加と海洋の物理循環場に支配されていると考えられるが，気候変化や海洋温暖化に伴

う物理循環場の変化や，物理循環場の変化と海洋酸性化に伴う物質循環の変化も，その進行に顕

著な影響を及ぼすはずである。たとえば，北太平洋で観測されている長期の酸素濃度の減少は，

有機物分解による海水中の CO2濃度の増加傾向と連動しており，海洋内部の海洋酸性化を加速さ

せている。 

海洋における炭酸系観測は，大気・海洋間の CO2 交換や海洋への CO2蓄積・海洋酸性化の実況

把握はもちろん，それらの変動を制御する海洋表層の純群集生産や海洋の表層から内部への CO2

輸送メカニズムを解明し，地球温暖化予測や海洋酸性化予測の信頼性を向上させるためにも，重

要な観測である。他の化学パラメーターの観測と同様に，基盤となる採水分析データの品質を改

善しながら，高精度データ取得やプロセス解明を目的とする船舶観測を長期に継続するとともに，

高解像度の時空間変化のデータ取得が主目的のセンサー搭載プラットフォームによる遠隔自動観

測や，これらのデータを補間・補外する上で必要なデータを広域で取得できる衛星観測，さらに

は観測データの品質管理とデータベースの作成・更新作業などが連携した，海洋観測ネットワー



クの構築が強く望まれる。 

センサーの現状：炭酸系パラメータ（CO2 分圧・全炭酸・全アルカリ度・pH）の中で，自動観測

のセンサー開発が進んでいるのは，CO2分圧と pH である（Byrne et al., 2010）。 

係留系やドリフター用の表層 CO2分圧センサーについては，ドリフターの CARIOCA システム

が 1990 年代に開発され，北大西洋などで運用されている（Hood et al., 2001 など）。また，MBARI 

(Monterey Bay Aquarium Research Institute)のシステムや，Sunburst Sensor 社の SAMI (Submersible 

Autonomous Moored Instrument)-CO2 も実用化され，市販されている。前者は船舶の航走観測と同

様に NDIR（非分散型赤外線分析計）を使うシステム，後者はガス透過膜を介した液液平衡と酸

塩基指示薬の変色から CO2分圧を測定するシステムである。後者と測定原理が同じ装置は，海洋

研究開発機構でも開発されている。 

最近，プロファイリングフロートに搭載してCO2分圧の鉛直分布を1日1回ほどの高い頻度で観

測できるCONTROS/HydroC®も開発され，大西洋のケープベルデ近海で試験が行われた（Fiedler et 

al., 2012）。しかし，NDIRを搭載しているため小型化が難しく，CO2透過膜を介した応答が遅いた

め，長期にわたる高精度観測の実現には至っていない。プロファイリングフロートや水中グライ

ダーへの実用化が最も近いと予想されるのは，Durafet® pHセンサーである（Martz et al., 2010）。

Durafet®は，医療分野への応用を目指して開発された半導体センサー （Ion Sensitive Field Effect 

Transistor：ISFET） であり，小型で応答も速い。ドリフトはあるが，１カ月程度の観測期間なら

測定精度は0.005と報告されている。これは，船舶での分光光度法による高精度pH測定の精度

(~0.002)に比べて，さほど劣ってはいない。国内では下島らが1990年代からISFETの海洋pH観測へ

の実用化を行ってきた（下島・許，1998）。 

 

2.1.3. 栄養塩（マクロ栄養塩）計測センサー 

海洋における栄養塩の濃度と分布は，海洋の一次生産を左右し，海洋の生態系と海洋の物質循

環，ひいては気候変動に影響を与える。栄養塩は，その重要性により古くから測定されてきた項

目であるが，未だその動態には不明な点も多い。例えば，有機物の再無機化速度の時空間変動，

窒素固定・脱窒過程における窒素・リン比の変動，局所的なイベント（低気圧，降水，黄砂など）

による表層への栄養塩の供給過程と生物応答などは依然として解明の待たれる点である。これら

については，生物過程のように短い時定数の過程に合わせた時系列観測と，現在の海洋観測船観

測ではカバーできないより詳細な空間把握が必要であり，これはすなわち栄養塩計測センサーを

搭載したプラットフォーム（プロファイリングフロートや時系列観測器）展開による 4 次元観測

に他ならない。栄養塩計測センサー開発と搭載・展開により，栄養塩の全球規模の循環，時間的

変化（数時間から数十年規模の変動まで），海域や生物種による栄養塩取り込み比の違いなどにつ

いて，高い解像度での把握を進めて詳細かつ定量的に理解することができれば，これまでの海洋

化学および地球化学の概念に変革をもたらすと同時に，水産資源の管理や気候変動の予測などに

つながる重要な知見を得ることが期待できる。このような観測の主なターゲット海域としては，

栄養塩大循環の要である極域および湧昇域，時空間的変動の大きい沿岸域，窒素固定の盛んな亜

熱帯域などがあげられる。また，近年注目されている栄養塩濃度の低い亜熱帯域における有機物

生成過程を明らかにするためには，ナノモルレベルの栄養塩センサーおよび溶存有機態の窒素や

リンを測定するセンサーも望まれる。 

センサーの現状：現在市販されている栄養塩センサーは，海水と発色試薬を混合して吸光光度法



で測定するものが多い（SubChem の APNA，WETLab の Cycle-PO4, Envirotech の EcoLAB など）。

このタイプは，応答時間が遅く，測定により廃液が生じ，試薬の交換の必要があるといった問題

がある一方，従来の実験室実験と同様の原理であるため信頼性が高く，ナノモルレベル栄養塩測

定などへの展開が期待できる。 

一方，常法の測定原理とは異なり，紫外線スペクトルの吸収特性から濃度を推定するセンサー

が硝酸塩について近年開発されている（Satlantic の ISUS, TriOS の ProPS など）。CDOM（有色溶

存有機物）や懸濁粒子などによる吸収の補正が必要な場合があるが，小型で利用が簡便であるこ

とから，係留系への搭載などに利用され始めている。ただしプロファイリングフロート等への搭

載には未だそれ自体が大きすぎる点などの問題がある。ケイ酸とリン酸塩についても，試薬を用

いず電気化学的測定法を用いたセンサーの開発が進められているが，未だ実用レベルのセンサー

には至っていない（たとえば，Jońca et al., 2011; Giraud et al., 2012）。溶存有機態窒素･リンを測定

するセンサーは現在のところ存在しないが，その必要性は研究者および開発者の間で認識されて

いる（ACT, 2006）。 

 

2.1.4. 堆積物間隙水中濃度および堆積物-海水間フラックス計測センサー 

堆積物の続成過程や堆積物-海水間の物質移動は，海洋における栄養塩，炭素，金属などの除去・

供給過程を含む物質収支を知る上で重要である。さらに，温暖化や海洋酸性化が，直接的あるい

はバクテリア活性などを通じて間接的に堆積物からの物質フラックスを変える可能性があるため

（Rysgaard et al., 2004; Widdicombe, 2009），堆積物中の間隙水濃度やフラックスの観測による変動

の有無を確かめることの重要性が高まっている。例えば，堆積物から海水への炭素やリンの回帰，

脱窒とアナモックス，堆積物上での炭酸カルシウムの溶解などの変化を定量的に捉えることは，

気候変動研究だけでなく海域の生物生産過程研究に関わる重要な研究課題である。有機物フラッ

クスが小さいながら空間的には大きな面積を占める外洋域での研究を行うことはもちろんである

が，上記の物質収支ならびに気候変動関連の研究をするうえでは，有機物フラックスが大きく生

物量の大きい沿岸域が主なターゲット海域となる。沿岸域の堆積物は外洋域に比べて時空間的に

不均一である場合が多いので，空間的に数キロから数十キロスケールの詳細な観測が必要である。

それを実現するためには，海水とのわずかな濃度差を測定できる精度を有し，簡便で長期的な現

場測定を維持することが可能なセンサーの利用が望ましい。 

センサーの現状：これまでに，O2などの溶存気体，pH や pCO2 などの炭酸系，Mn2+，Fe2+，Ca2+ な

ど金属イオン濃度を測定するマイクロセンサーが開発され，現場での堆積物間隙水中濃度測定に

用いられている（原理及び文献が Taillefert et al. (2000)にまとめられている）。市販の装置では，例

えば Unisense の MiniProfiler MP4 があり，堆積物表層の詳細な（空間分解能 50 µm）プロファイ

ルを観測することが可能で，O2, H2, N2O, NO, pH, H2S, 酸化還元電位, 比抵抗の 8 種類のセンサー

を搭載でき，1 か月までの係留観測も可能である。その他の方法としては，渦拡散法を用いて酸

素フラックスを求める装置も製作され，使用されている（例えば Kuwae et al., 2006）。今後は，間

隙水中のプロファイル測定や渦拡散法に適用するための微小で応答速度の速い栄養塩センサーの

開発と，長期係留の実施が望まれる。 

 

2.1.5. 微量金属計測センサー 

生物生産に関わる海水中の微量金属元素として鉄は最も重要な元素である。特に北部北太平洋



には高栄養塩低クロロフィル（HNLC）海域が広がっており，植物プランクトンの成育の主要制

限因子は鉄と考えられる（Tsuda et al., 2003; Boyd et al., 2004)。このため，表層の生物生産の変化

を生物活動の時空間スケールで追跡するためには，海水中の鉄濃度を連続測定する必要がある。

例えば，表層への鉄の供給プロセスの一つは大気からの鉱物粒子の降下である。黄砂などの鉱物

粒子の降下とそれに伴う植物プランクトンブルーム（Yuan and Zhang, 2006）を，鉄散布実験の結

果（Tsuda et al., 2003）などから想定すると，数日という時間スケールで起こると推測される。こ

のような時間変化を追跡するためには，一日数回の分析を必要とする。外洋域の表層水中の鉄濃

度は<0.05nM ~ 0.5 nM 程度と低いため，これに見合う極微量の鉄を測定できることが望ましい。

また，植物プランクトンの種組成や成育速度に影響を与える微量金属として鉄に加えて，銅・亜

鉛・コバルトなどが挙げられており，これらの金属元素に対するセンサーの実用化も急がれてい

る。 

深海においては，熱水活動域調査のトレーサーとして微量金属元素は注目されている。これま

での海底熱水活動域における研究（Gamo et al., 1996, 2004）から，熱水プルーム中の微量金属元

素を測定することにより熱水噴出口の場所を特定するという調査法は有用であることが分かって

おり，センサーを利用した研究の展開が期待される。 

センサーの現状：海水中の鉄については，0.05nM – 2nM 程度の濃度範囲を測定できるセンサーの

開発が望ましい。センサーに利用できる有力な分析法は，化学発光法・電気化学分析法などであ

るが，無人連続測定という課題を克服しなければならない。特に電気化学分析法の場合には，測

定の妨害となる有機物を分解するために反応管内蔵型紫外線ランプなどを前処理に使用する必要

がある。将来的には，生物に利用可能な鉄濃度を測定するため，有機錯体鉄・鉄(II)などの化学種

別分析システムの開発も課題となる。これらのシステムは，銅・亜鉛・コバルトなどの金属元素

にも適用できるであろう。 

熱水活動域において，マンガンは海水中での酸化速度が比較的遅いことから，熱水プルームの

良いトレーサーとなることが知られている。マンガンの分析法としては化学発光法が使用されて

おり（Okamura et al., 2001），熱水プルーム調査ではすでに実績を挙げている。また，熱水活動に

より放出された鉄は比較的安定に存在し（Bennett et al., 2008），熱水プルーム探査の良い指標にな

ると考えられる。表層の微量金属元素測定用に高感度なセンサーを開発すれば，熱水プルーム探

査にも応用できると期待される。しかし，深海調査の場合，高度な耐圧技術が求められる。さら

にセンサーを曳航しながら観測を行うことを想定すると，小型化が必須である。これらの技術開

発によって，実用化の道が開けて来ると考えられる。 

 

2.1.6. 溶存有機物計測センサー 

溶存有機物は海洋の物質循環像を構築する上で重要な構成成分のひとつであるが，未だその収

支の定量化は困難な研究課題である。この量的指標である溶存有機炭素濃度のセンサーを用いた

4 次元観測は極めて重要であるが，そのようなセンサーは現在のところ存在せず，今後の開発が

望まれる。一方，溶存有機物中には紫外〜可視領域の光を照射すると蛍光を発する成分（蛍光性

溶存有機物）が存在する。従って，クロロフィルセンサーと同じ原理の蛍光センサーを用いるこ

とで，蛍光性溶存有機物の 4 次元観測を容易に行える。近年，溶存有機物用蛍光センサー（CDOM

センサー）が WET Labs，Turner Designs，TriOS などから市販されており，陸域水圏および沿岸域

での使用例が報告されている（たとえば，Chen and Gardner, 2004; Spencer et al., 2007）。既存の



CDOM センサーを用いることにより，主に土壌由来腐植物質を検出することができるため，沿岸

域においては，陸起源有機物の挙動を評価できる可能性がある。また，上記 CDOM センサーとは

異なる波長域に励起源・検出部を有するセンサーを利用することで，主に自生性であるタンパク

質様蛍光の検出も可能となる。すなわち，複数の光学センサーを用いることにより，起源および

反応性の異なる溶存有機物を同時に評価する事も可能であり，多波長型 CDOM センサーの開発も

望まれる。多波長型 CDOM センサーを沿岸域の観測プラットフォームに組み込むことで，溶存有

機物の起源や反応性を考慮した物質循環および生態系の評価が期待される。 

一方，外洋域では，蛍光性溶存有機物に占める陸起源腐植物質の割合は小さく，ほとんどは自

生性の海洋性腐植様蛍光物質である。海洋性腐植様蛍光物質は生成後，光化学的に分解するもの

の，生物学的には難分解であると考えられている（Yamashita and Tanoue, 2008）。また，有光層

以深において，海洋性腐植様蛍光強度と見かけの酸素消費量との間には直線関係が確認されてお

り（たとえば，Hayase and Shinozuka, 1995; Yamamshita and Tanoue, 2008)，その直線関係の切片は

preformed 栄養塩と同様に水塊が沈み込む前の海洋性腐植様蛍光強度を示す。すなわち，溶存酸素

センサーと同時に CDOM センサーを外洋域の観測に適用することにより，物理循環場の解析など

への応用が期待される。現時点では観測結果はほとんどないが，CDOM センサーによる外洋域の

観測データを積み重ねて行くことにより，海洋性腐植様蛍光強度を新たな生物地球化学的パラメ

ータとして確立できるかもしれない。尚，CDOM センサーの外洋域への適用にあたっては，既存

CDOM センサーの 10〜100 倍程度の精度がある事が望ましく，CDOM センサーの改良・開発も今

後の重要な課題である。 

 

2.1.7. 微生物学的計測センサー 

海洋における物質動態を考えた時，特にミクロ環境で生じる化学反応はそのほとんどが原核生

物を主体とする微生物群集の代謝によるものであり，そこに化学と生物の境界線を設けることは

不合理であろう。窒素の循環を例にとると，窒素固定，脱窒，硝化，アナモックス，タンパク質

（有機態窒素化合物）合成あるいは分解など，いずれも微生物の代謝の結果として引き起こされ

ている。従って，海水中の化学種を「化学的」に検出することに加え，物質循環に関与する微生

物の時空間分布や活性を「生化学的」に検出することが不可欠である。このためには，環境（海

水等）に生息する複数種類の微生物を簡便に分離し，未知の微生物をも追跡できる簡便な同定技

術の開発が必要となる。次世代シーケンサーの著しい発展に加え，キャピラリー電気泳動とレー

ザーイオン化質量分析技術を組み合わせた極めて簡便かつ正確な環境中の微生物同定技術の開発

が進められており（Shintani et al., 2002, 2005; Teramoto et al., 2007a , b），近い将来，船上での微生

物分析は飛躍的な進歩が期待される（生物サブワーキンググループ報告; 浜崎ら, 2013）。さらに

特定の遺伝子やタンパク質をターゲットとしたプローブの開発（新規発光蛍光プローブなど; Aoki 

et al., 2010a , b; Kim et al., 2011）と超高感度の検出技術（水晶振動子など; Aizawa et al., 2006）を組

み合わせることにより，現場海水中で鍵種となる微生物の量や活性の自動計測技術のプラットフ

ォーム（アルゴフロートなど）への展開が望まれる。 

 

2.1.8. 粒子計測センサー 

海水中の懸濁粒子・沈降粒子は，海洋の物質を系から除去し再循環させる重要なキードライバ

ーである。海水中の粒子計測センサーで既に確立しているものとして，懸濁物質の粒径スペクト



ルの観測を海中現場で行うシステム，LISST (Laser In Situ Scattering and Transmissometer)が挙げら

れる（Traykovski et al., 1999）。この原理は，レーザー回折を基に，水中の懸濁物質による散乱光

の角度強度分布を記録し，この分布を粒子濃度，粒径スペクトルに変換するものである。透過度

計としても使用可能であり，海水中の粒子の鉛直分布，その時系列変化，沈降速度計測に貢献し

おり，既に市販化されている。 

 

2.1.9. プランクトン計測センサー 

プランクトンの観測・計測は海洋学研究の原点と言っても過言ではなく，古くから行われてお

り，現在でもネットサンプリングは主に行われている重要な計測項目である。プランクトン計測

センサーとして既に確立され実用化されているものとして，以下の２つが挙げられる。 

VPR (Visual もしくは Video Plankton Recorder)： プランクトンの研究は通常ネットサンプリン

グで行われているが，本装置は海中を曳航または垂直に移動される際に，浮遊するプランクトン

の画像を高速撮影するものである（Iwamoto et al., 2001）。1 秒間に十数回点滅する高速ストロボフ

ラッシュライト，デジタル CCD カメラ，ハードディスク，CPU，水中バッテリーケース等で構成

されている。得られた画像データをあらかじめ準備されたデータベースと照合して画像解析，プ

ランクトンの同定・定量を行なうものであり，既に市販化されている（たとえば，WHOI, 2013）。

現在，同装置による海中の懸濁・沈降粒子（マリンスノー）解析も試みられている。現状は粒子

の大きさ，形状の解析のみであるが，将来的には粒子の“色”の解析から，粒子の化学組成の推定

も期待されている。 

LOPC (Laser Optical Plankton Counter)： 現場において，およそ 7cm x 7cm x 0.1cm の測定部に

導入された海水にレーザー光を照射，100μm 以上の海水中のプランクトン，粒子をホログラム撮

影することができ，画像解析からプランクトンの種同定，定量を行うことが可能で，既に市販さ

れている（たとえば; Brooke Ocean, 2011; Herman et al., 2004; Checkley et al., 2008）。 

 

2.1.10. 一次生産計測センサー 

一次生産測定には植物プランクトンの培養が必須であり，これまでは酸素法，炭素同位体法（14C

もしくは 13C）が主に行われてきたが，近年は培養することなく瞬時に一次生産を測定できる高速

フラッシュ励起蛍光光度法（FRR 法）が開発されている（Raateoja, 2004）。この原理は，暗所に適

応させた植物プランクトンに対して光合成に有効な光を照射し，光合成電子伝達系（PSII）の電

子受容体を酸化した状態から還元した状態へと変化させて，生体内クロロフィル蛍光の誘導曲線

を描かせるものである。 

この FRR 法に基づく測定装置 FRRF（Fast Repetition Rate Fluorometry）は既に市販化されてい

る。FRRF は，海水中で光源を高速（高い周波数）で点滅させて，光源から出射される光を海水

中の植物プランクトンに対して照射，植物プランクトンが発するクロロフィル蛍光を光電子増倍

管で受光検知し，受光検知出力に基づいて植物プランクトンの PSII のパラメータを測定するもの

であり，これによって総一次生産が測定される。これまでに，係留系に設置して，高分解能な総

一次生産データを得ているものがある（才野, 2007）が，機材が高額で大型であるため，高分解能

な空間的展開には至っていない。 

 

2.1.11. 光学式セディメントトラップ 



海水中の沈降粒子は，海洋の物質循環像を描き出す上で重要な要素であり，これを捕集する装

置がセディメントトラップである。これまでは，一定期間，現場に係留した後，これを回収し，

捕集された沈降粒子を研究室に持ち帰り分析を行ってきた。しかし，膨大な経費と労力，かつ煩

雑な作業を伴っており，時空間的高分解能データを得るためのネックになっている。これを克服

する手段として，現在，光学的セディメントトラップ（Carbon explorer）が開発されている。 

この装置は，沈降粒子を画像撮影し粒子沈降量を光学的に推定するもので，形状はプロファイ

リングフロート様である。その概要は以下のとおり。任意の深度を漂流しながら数時間から一日

程度，沈降粒子を透明な底を持つ測定室に捕集する。透明底越にCCDカメラにより捕集された粒

子を撮影し，画角の被服率から沈降粒子量を推定する。また偏向撮影（複屈折撮影）することで

炭酸カルシウム粒子のみを撮影することも可能である。測定終了後はポンプにより捕集粒子を廃

棄し，次の観測モードへ移行する。南極海の鉄散布実験時，鉄散布後に現場海域に投入。船が現

場から離脱後，沈降粒子が増加する様子を記録することに成功している（Guay and Bishop, 2002; 

Bishop et al., 2002; Bishop et al., 2004; Bishop and Wood, 2009）。 

 

2.1.12. 化学センサーについての総合的議論 

海洋の化学センサーのハイビジョン化の展開にとって必須項目は， (1)高精度，(2)高確度，(3)

高応答性，(4)耐久性， (5)小型化（小電力を含む），(6)安価, (7)品質管理が求められる。(1)と(2)

を保証するためには，船舶観測によるこれまでの採取・分析・解析データと比較・検討すること

で，センサーの高精度・高確度の検定を行う必要があろう。しかし，これだけでは，従来の熟練

専門家データの域を出て居らず，時空間高分解能なデータによるハイビジョン化は実現できない。

このためには，(3)から(7)の項目のクリアは必須である。 

また，センサー開発・展開には資金面・人的資源の確保も欠かせない。既存センサーの高精度

化・高応答化・小型化，現有原理のセンサーへの新規展開・開発, あるいは新規センサー開発の

前段階・暫定措置として既存測定装置の自動化にはこれまでの科研費などの競争的研究資金で賄

うことが困難である場合が多く，学会のバックアップの下，民間との共同研究も視野に入れ新規

の研究費枠を確保する必要がある。さらに，センサーの開発には時間がかかるのはもちろんのこ

と，そのセンサー検定と品質管理にはやはり高度な専門知識が必要とされ，これらを継続的に維

持していくためには，学会などの粘り強い呼びかけを通して，国内に技術力のある機関の創設が

必須となろう。 

加えて，データが蓄積される段階での人的評価の問題にも触れなければならない。時空間的高

分解能データの蓄積には研究面とモニタリング面の両面がある。特にモニタリングに関わる人材

について，研究面での評価が有利とはいえない懸念があり，現在のような人材評価ではモニタリ

ング作業に従事するものの減少が懸念される。このため，他分野の連携も視野に入れ，このよう

な人材を育てる環境の整備とともに，従来の業績評価システムの適用を受けない研究環境と地位

の確保が必要となろう。 

センサーが開発された場合の展開として，単体でセンサーを使用することは稀でその多くはプ

ラットフォームに搭載し，物理・生物パラメータとともに，化学センサーの統合的観測を行うこ

とが想定される。プラットフォームとして考えられるものとしては，(a)船舶・CTD への搭載，(b) 

プロファイリングフロート・グライダーなどのラグランジェ的プラットフォーム，(c)係留系・定

点自動観測ブイなどのオイラー的プラットフォームが挙げられる。上記のセンサー必要項目(1)-(7)



がすべて満たされていれば，どのプラットフォームへの展開も可能であるが，観測時点でのセン

サー開発段階に応じて，プラットフォームを選ぶ必要があろう。 

最後に，センサー開発・展開がなされた後には，積極的なデータ公開がハイビジョン化を目指

すためには必須である。さらに，新規の研究展開や，センサーデータとの比較を行う上で，研究

観測船による従来の観測は欠かすことができず，研究観測船研究とセンサー展開は両輪であるこ

とを決して忘れてはならない。 

 

２.２. ４次元観測のプラットフォーム 

 

1990 年代以降の気候変動に関する研究の進展により，海洋の物質循環は長期的には定常状態で

はなく，温暖化に伴う遷移状態にある事が明らかになった（たとば，Doney et al., 2009; Keeling et al., 

2010; Whitney et al., 2013）。このような海洋環境の遷移を把握し将来を適切に予想するために，海

洋環境の観測データの全球的，継続的なモニタリングの必要性が急速に高まっている。こうした

モニタリングは，海洋環境の空間変動と時間変動を分離し得るだけの時空間分解能を併せ持つ必

要があるため，全海洋をカバーする高密度観測網の整備が必要となる。 

また海洋生態学および水産学分野における研究の進展により，海洋生態系の多様性が小さい時

空間スケールの環境多様性に大きく依存することがはっきりとしてきた（たとえば，Mora and 

Robertson, 2005; Messmer et al., 2011）。栄養塩や酸化還元環境，pH などの化学環境の多様性も同様

に生物多様性に大きく寄与している。こうした生物多様性を左右する環境多様性の時空間スケー

ルは，沿岸や外洋の高生産海域では特に非常に小さくなる（たとえば，Kono and Sato 2010; Messmer 

et al., 2011）ため，これらの海域では，上述のような長期的海洋遷移を把握するため以上に小時空

間スケールの海洋環境観測が必要となる。 

上記で求められているような高時空間分解能の観測は，調査船観測だけでは到底実現できない

ため，主に 2000 年代以降，調査船観測を補完するための無人で展開が可能な海洋観測プラットフ

ォームが多数開発されてきた。特に海洋物理分野ではアルゴフロートの全球展開の成功により，

観測時空間密度の大幅な向上に成功しているが，海洋化学的な測定項目は陸上・船上での分析操

作や大容量の試料取得が必要なものが多い事から，船舶以外の観測プラットフォームを用いた全

球観測システムの構築は大きく立ち後れているのが現状である。それでも，化学観測に適応可能

な観測プラットフォームの基礎技術は以下に述べる通り，数多く開発されてきている。今後個々

の技術について開発を強力に進展させ，各技術の特性を明確化させるとともに，全球をカバーす

る高時空間分解能の海洋化学観測網を構築するための，海域，観測項目毎に展開すべき観測プラ

ットフォームのベストミックスを検討・決定する必要がある。 

 

2.2.1. 基礎技術の開発現状 

プロファイリングフロート： 海面から水深 2000m まで自動昇降を繰り返しながら漂流するフ

ロートで，水温，塩分センサーが標準装備されている。国際アルゴ計画のもと，既に全海洋で 3600

個以上のフロートが投入され，100 万プロファイル以上のデータが収録されている（Argo 

Information Center, 2013）。既存展開数が最大の観測プラットフォームである。展開数が多いことか

ら観測時空間密度の向上には最も即効性のある観測プラットフォームであるが，搭載する測器の

重量と使用電力量に限りがあるため，適用可能な科学観測器は軽量の化学センサーに限られる。



このプラットフォームを用いた化学観測としては，溶存酸素センサー付きフロートの展開が既に

開始されている他，硝酸センサー，pH センサー等のフロートへの適用が試験運用段階にある

（International Argo Project, 2012）。 

水中グライダー： 有翼式のフロートであり，プロファイリングフロートと同様に海洋中で自

動昇降を繰り返すが，昇降の際に筐体や翼の姿勢を制御することによって指定した方向に水平移

動をする事が可能である（Lembke, 2012）。1 台で 3~5 年，最大航続距離 4 万 km 程度の観測が可

能であり。搭載可能な測器の重量と使用電力量もプロファイリングフロートに比べれば大きいが，

基本的にはセンサー観測のみが適用範囲である。既に米国の 3 社で商業販売が開始されており，

米国，ヨーロッパを中心に急速な普及が始まっているが，日本においてはまだ数台が試験的に導

入されている段階（たとえば，伊藤ら, 2010）に留まっている。 

AUV (Autonomous underwater vehicles)： モータ推進の完全自律型無人潜水機であり，海洋工

学分野や軍事分野で旧来から使用されてきたが，近年になりこのシステムの海洋環境調査への応

用が様々な研究機関で試みられている（Griffiths, 2003）。特にモントレー海洋研究所が開発中の大

型 AUV は，1000km 以上の航続距離と航行中の採水機能を備えており，港湾から半径 500km 以内

の近海域であれば，無人で採水観測を行って試料を持ち帰ることが可能である（MBARI, 2010）。 

篤志貨物船（VOS）による表面観測： 無人観測プラットフォームではないが，商業貨物船に

表層環境自動モニタリングシステムを搭載し，航路上の海洋環境調査を行う事が 90 年代から実用

化されている（CDIAC, 2013）。原理的に海洋表面の観測しかできないが，測器の積載容量・使用

電力量の制限をほぼ受けないため，化学センサー以外にも各種の自動観測装置を搭載する事が可

能である。更に貨物船側の協力を得られる場合には，乗務員による採水試料の定期採取も可能で

ある。既に北太平洋においては，海洋表層二酸化炭素分圧と表層栄養塩の 50 パーセント以上のデ

ータはこの篤志貨物船によって得られたものとなっている（Wong et al., 2002; 安中ら, 2013）。 

係留式プラットフォーム： 海洋上の定点に係留系を設置して海洋観測を行う方法では，各種

の化学センサーによる観測や海水，懸濁粒子，沈降粒子等の時系列自動採取が可能である。海底

から海表面まで緊張係留させたワイヤーに沿って自動昇降するセンサーシステム（自動昇降セン

サー）では連続的な鉛直プロファイルの時系列観測も可能だが，海面漁業やバンダリズムの影響

が大きい海域，また気象・海象条件の厳しい海域では，海底から推進 100-300m まで緊張係留され

た係留系上に水中ウインチを設置し，亜表層から海表面までを定期的にセンサー・採水ユニット

を昇降させる昇降ブイシステム（才野, 2007; 日油技研工業, 2013）。がより有効である。これらの

係留式プラットフォームでは大容量のバッテリーを装備できるため，FRRF センサーによる一次

生産力測定や，栄養塩の現場自動観測システム等の浮遊式プラットフォームでは不可能な大型自

動測器を搭載できる利点がある。 

中性浮力セディメントトラップ： 海洋浅層域における沈降粒子のモニタリングには，これま

で漂流型セディメントトラップが多く使用されてきたが，この方式は 1)波浪の影響により海中の

トラップが上下する，2)流れに必ずしも追従しない，3)（多くの場合）蓋がない，等の欠点がある。

そこで近年，自己浮力が調整できるプロファイリングフロートに筒状あるいは円錐型の蓋付きセ

ディメントトラップを搭載した中性浮力セディメントトラップが開発され，欧米で数回の実用例

がある（Valdes and Price, 2000; Lampitt et al., 2008）。現在は数日間の「放流」で一回のサンプリ

ングであるが，将来的には数ヶ月の放流で複数（時系列）サンプリングが可能となるようなシス

テムも考案中である。 



海底観測プラットフォーム： 海底堆積物や海底直上環境の自動観測プラットフォームとして，

間隙水および直上水用の各種化学センサーや直上水，懸濁物，沈降粒子の採取システム，海底イ

ンキュベーション用のチャンバーシステムを搭載した「海底モニタリングランダー」を海底に接

地係留させるシステムが商業販売されている（Tengberg et al., 1995; 小栗, 2013; Unisense, 2013）。

国内でも散発的に短期モニタリングとして使用されているが，定常的なモニタリングに使用され

た例は未だ存在していない。 

NEPUTUNE システム： 陸上ステーションから延長数 100km〜数 1000km にのぼる電源・通信

ケーブルを海洋底に敷設し，その上に各種の係留型観測機器（化学センサーおよび採水システム

付き自動昇降ブイ，流向流速計，ADCP，音響トモグラフィ，プランクトンカメラ等）および海底

接地型観測機器（海底観測プラットフォーム，地震計，重力計等）を多数配置させた有線式総合

海洋環境モニタリングシステムである（NEPTUNE Canada, 2013）。外洋に接地された NEPUTUNE

システムの他に，沿岸域に接地されたより小規模なシステムがカナダ（VENUS システム: VENUS, 

2013）および米国（MARS システム: MBARI, 2013）に存在する。日本には地震および地殻変動計

測のための有線システム DONET（海洋研究開発機構, 2013）が存在しているが，これに海洋環境

測器群を増設すると同様のシステムになる。 

 

2.2.2. 今後の発展 

 外洋域においては，既に実用化されている，あるいは間もなく実用化される化学センサー搭載

プロファイリングフロートの迅速な展開に加えて，次世代の外洋域無人観測プラットフォームで

ある水中グライダーの国内普及に重点を置くことが，最も即効性のある化学観測時空間密度の増

加戦略である。ただしセンサー化が不可能な化学観測項目はこれらのプラットフォームが利用で

きないので，重要な海域には各種の係留型自動観測プラットフォームを展開させ，多項目の化学

モニタリングを実施できる体制が必要である。 

 最も時空間変動の大きい海洋表層環境については，これに加えて採水観測可能な篤志貨物船の

数を更に増加させる事により，センサー観測が不可能な化学観測項目についても技術的な困難を

伴わずに観測時空間密度を向上させる事ができる。ただし，定期貨物船の航海頻度が極端に少な

い南太平洋や極域では篤志観測船による観測は行う事が出来ないので，上記の係留型自動観測プ

ラットフォームによる表層の定期観測がより重要になる。 

 沿岸域では AUV による定期的な海水採取や，NEPUTUNE システムの様な有線係留系観測を用

いて外洋より稠密な科学データを取得出来る可能性が有る。しかし外洋域に比べて物質の濃度や

フラックスの時空間変動が著しいので，測定精度や分解能よりも時空間的な観測密度に重きを置

いて推進すべきである。海水中の pCO2 を例にとって見ると，外洋域においては±1 ppm 以下の精

度が要求され，この性能を満たす連続計測システムの構築には技術的にも費用の面からも解決す

べき課題が多い。一方，日変動が数 100 ppm にも達する沿岸海域では，はるかに廉価なシステム

の導入で十分な可能性がある。沿岸海域の複雑でダイナミックな物質動態の把握に最適な観測シ

ステムを構築するには，求められる性能（精度）と掛かる費用のバランスを十分に検討すること，

そしてその検討に必要な基礎データの蓄積を進めてゆくことが重要である。 

 底層環境については，外洋においても沿岸においても継続的なモニタリング観測は殆ど行われ

ていないのが現状であり，特に底層と表中層のリンクが大きい沿岸域において，早急に試験的な

底層環境の継続モニタリングを開始する必要がある。 



外洋，沿岸，底層のいずれにおいても，無人観測プラットフォームによる化学観測を展開維持し

ていくための共通の問題として校正の問題が有る。化学センサー観測による確度の確保は一般に

非常に難しく，特に海洋展開後の経時的なセンサーのドリフトについては定期的な調査船による

同時観測の実施により，適宜補正していく必要がある（Janzen et al., 2008）。また濃度等の現存量

については無人観測プラットフォームによる観測や試料採取がだいぶ現実的になってきた観があ

るが，一次生産による生元素の消費速度や有機物のバクテリア分解による再生速度など，物質の

フローに関してはまだまだ無人プラットフォームによる観測は非現実的な状況にある。このため，

無人観測プラットフォームの展開は調査船調査の展開とのバランスを常に考慮しつつ進める必要

がある。単純に較正の問題だけを考えても，無人観測プラットフォームの数が増すだけ調査船調

査の必要は並行して大きくなる。 

 

 

３. 物質循環の未解明プロセス 

 

３.１. 有機物 

 

生物ポンプの主役ともいえる生物起源有機物粒子は，まさしく海洋の物質循環のキーパラメー

タであり，20 世紀における海洋有機物研究の花形であった。現在でもなお，全容解明には至って

はいないものの，その動態や性状に関する膨大な情報がこれまでに得られている（たとえば 

Volkman and Tanoue, 2002）。 

 一方，コロイド粒子を含む溶存態有機物の研究が本格的に始まったのは，20 世紀の終わり 1990

年代に入ってからであり，未だにその化学的実体や物質循環における機能については未解明な点

が多く残されている（たとえば Ogawa and Tanoue, 2003）。溶存態有機物は，物質循環における役

割が粒状有機物に比べて明らかに多様であり，特に，単独ではなく有機物以外のパラメータの循

環プロセスと共役する部分が多い。例えば，現代の海洋生態学を支える重要な基礎概念の一つ「微

生物食物連鎖」では，溶存有機物がその起点となり，その利用性が食物連鎖全体を制御している

ことは広く知られている（Azam, 1998）。また，微量金属元素に対するリガンド（有機配位子）

として，それらの挙動を制御し，さらにはそれが生物生産への制御にもつながっていることも理

解され始めている（Benner, 2011）。あるいは，陸起源由来の物質，元素が海洋へ輸送される際の

主要な化学形態（あるいはキャリア）としての重要性も指摘されている（Krachler et al., 2012）。

しかし，このように溶存有機物が海洋の物質循環全体にわたり多様で且つ重要な機能を果たして

いることが認識されている一方で，これまでに得られている情報量はあまりに不足している。本

節では，このような背景のもと，海洋の有機物プールの大部分を占める溶存有機物を中心に，今

後の有機物研究に対するいくつかの方向性，戦略についてまとめることにする。 

 

3.1.1. 海洋有機物の全容（化学形）解明 Census of Marine Organic Matter (CoMOM) 

 海水中の有機物は大気 CO2に匹敵する炭素リザーバーであるが，その化学形に関する知見は圧

倒的に不足している。核磁気共鳴分析法や各種分光分析法など従来の機器分析手法も，有機物の

詳細を解明するには至っていない（Ogawa and Tanoue, 2003）。一部の構造タンパク質がその起源生

物も含めて同定されているものの，海洋有機物全体から見れば絶望的に断片的である。海洋の有



機物（炭素，栄養塩）動態というパズルを解くためには，一片一片のピース（個々の有機物）を

見極め，その目録作りをすることがこれからの海洋生物地球化学の発展の上で欠かせない作業で

ある。 

 近年，MALDI-TOFMS（Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization［マトリックス支援レーザー

脱離イオン化］－Time of Flight Mass Spectrometry［飛行時間型質量分析法］）などの発展により，

従来では適用の難しかった高分子有機物の質量分析が可能になってきている（Nunn et al., 2003）。

また微量の有機物を，例えば生きている細胞の状態のままで 3 次元構造解析が可能な X 線自由電

子レーザー（XFEL）分析も開発されている（石川, 2013）。我が国は世界に先駆けて，共同利用可

能な XFEL 施設として SACLA を有しており，海洋有機物研究に適用すれば世界に対して大きく

リードできる状況にある。これらの最新手法を用いるにしても，当面は海水の大量サンプリング

やそのハンドリング（濃縮等）技術の展開は不可欠である。海洋ハイビジョン化による 3D，4D

情報の蓄積に加え，研究船や観測ステーションによる詳細プロセス研究との連携により海洋有機

物の全容解明が期待される。 

 

3.1.2. 外洋域における陸起源有機物貢献の再評価 

 海洋溶存有機物は，地球表層における最大級の還元型炭素プール（およそ 700 PgC）を構成す

る。その巨大なプールの 90％程度は生物学的に難分解な成分により構成されており，難分解性成

分が海洋溶存有機物プールの消長を決定する。陸域から海洋へは河川を通して，年間 0.4 PgC の

陸起源有機物が供給されている。海洋溶存有機物の平均年齢が 2,000-6,000年である事を考えると，

陸起源有機物は溶存有機物中難分解性成分の起源の一つと考える事ができる。しかし，リグニン

フェノール濃度（高等植物のバイオマーカ）から見積もった海洋溶存有機物中に占める陸起源有

機物の割合が 3％以下である事（Opsahl and Benner, 1997; Hernes and Benner, 2002, 2006），溶存有機

炭素の安定炭素同位体比が-20 から-23‰の値を示す事（Bauer, 2002）から，現時点では，陸起源

有機物は海洋溶存有機物中にほとんど存在しないとされている。ただし，これらのパラメータを

測定するには高い技術が必要であり，研究例は極めて限られている。従って，リグニンフェノー

ルおよび安定炭素同位体比の簡便な分析法を確立し，様々な海域において，これらの分布を評価

する必要がある。一方，陸起源有機物の除去過程に関しても十分な理解が得られているとは言い

難く，沿岸域で集中的な観測を実施すると共に，プロセス研究を積み重ねる必要がある。また，

新たな陸起源有機物のバイオマーカを模索し，それを適用する事により，海洋における陸起源有

機物動態に関して，異なった視点から評価を行う事も重要である。陸起源有機物の供給経路に関

しても，従来は河川からの供給が主に評価されて来たが，大気からの供給経路も評価する必要が

ある。 

 

3.1.3. 海水中の金属に対する有機配位子 

 植物プランクトンの成育に対する鉄の重要性は，近年の数多くの研究によって明らかにされて

きた（Boyd and Ellwood, 2010）。しかし，鉄の有機錯体，特にその有機配位子がどのような化合物

であるかという点はほとんど解明されていない。海水中には，鉄と極めて安定度定数の高い錯体

を生成する配位子が存在するため（Gledhill and van den Berg, 1994; Rue and Bruland, 1995），当初は

鉄と特異的に強い錯生成能を持つシデロフォアがこの配位子であろうと予想された。しかし，近

年，海水中のシデロフォアを分析する方法が開発され，大西洋において実試料を測定したところ，



シデロフォアは 2 - 12pM 程度しか検出されなかった（Mawji et al., 2008）。数百 – 千 pM レベルの

鉄と錯生成するにはあまりに微量であった。このため，有機配位子の正体については，未だ不明

のままとなっている。生物体の分解（Sato et al., 2007），腐植物質の生成（Laglera and van den Berg, 

2009）など様々な過程が指摘されているが，有機配位子生成の主たる過程は解明されていない。

海水中に存在する鉄のうち，どの程度を生物が利用できるかという問題は，海洋の生物生産とっ

て重要である。近年の質量分析法の進歩は著しいため，これらの最新の分析法を駆使して海水中

の有機配位子の構造解明が精力的に進めることが期待される。この問題は国際的にも認識されて

おり，SCOR に「Organic Ligands: A Key Control on Trace Metal Biogeochemistry in the Ocean」という

WG が設置され（SCOR WG139），これまでの知見が集約されつつある。日本からも廣瀬勝己会員

（上智大学）が Full Member として参加している。 

 

3.1.4. 微細環境における有機物分解過程の解明 

有機物の再無機化の多くは，細菌や古細菌，ウィルスなどの微生物による複雑な分解過程を介

している。海洋における有機物の生成・分布は局在的であるため，微生物による再無機化はその

微生物の周りの微細環境に大きく左右される。例えば，溶存有機物の排出に対して運動性・走化

性をもつ微生物が素早く反応すること（Fenchel et a1., 2002），TEP やマリンスノーには海水に比べ

て高密度の微生物が付着しており，再無機化のホットスポットを形成していることが知られてい

る。乱流による有機物の分配の影響（Taylor and Stocker, 2012）や，菌体外酵素の短期変動（Allison 

et al., 2012）などの研究も進みつつある。このような微細環境における有機物と微生物の相互作用

の変化が，海洋物理や大きなスケールの物質循環とどのような関係にあるのか（Stocker, 2012），

そしてそれらが今後どのように変化する可能性があるのかという点について，今後明らかにされ

る必要があるだろう。 

 

3.1.5. 今後の海洋有機物の研究展開に関するその他の視点 

（1）化学的実体 

 溶存有機物の大部分は微生物分解に抵抗性を示す難分解性の画分であり，そのプールが存在す

ることによって，潜在的に大気中の二酸化炭素ガスの量が緩衝されていることが，近年広く指摘

され始めている。そのメカニズムに対し，「微生物炭素ポンプ」という概念が提唱され，国際的な

研究プロジェクトも動き始めたが（Jiao et al., 2011），それについては別の節（3.4.4）で述べるこ

とにする。ここでは，溶存有機物の起源や続成過程に対する理解を深化する上で不可欠な，新し

い技術の導入について少し補足しておきたい。 

 難分解性溶存有機物のプール全体に対する陸起源有機物の寄与は，今のところマイナーである

というのが統一された見解であるが（3.1.2 参照），確実な証拠が全て揃っているわけではない。

また，溶存有機物に与えられている数千年という 14C 年代測定に基づく年齢も，あくまで平均値

に過ぎない（Bauer, 2002; Ning et al., 2004）。このような，20 世紀の研究によって示されてきた溶

存有機物全体に対する平均像は，「溶存有機物とは何か」を教えてくれたが，「何故そうなってい

るのか」に対する解は全く得られていないのである。従って，今後の研究の一つの進むべき方向

としては，これまで主としてバルクの有機物を対象に解析されてきたものを，特定な化合物群，

あるいは分子レベルでの理解を進めていくべきことは当然といえる。具体的な例としては，分子

レベルでの炭素・窒素の安定同位体比，あるいは，分子レベルでの 14C 年代測定は，溶存有機物



の起源や変質過程に関する情報，すなわち「何故そうなったか」の疑問に対する解へ，我々を確

実に近づけてくれるであろう。それと並行して，有機物が実際に分解（変質）している環境（現

場）を観察する技術を導入し（3.1.4 参照），これまでブラックボックス化していた有機物の分解

過程に対しビジュアル化を進めることも望まれる。技術革新が目覚ましい，分子生物学や材料科

学の分野では，有機物を１分子毎に観察する技術も確立されており（たとえば Hoshino et al., 2012），

それらの技術導入も検討していく価値があるだろう。 

 一方，難分解性溶存有機物の研究の進展の障害となっているのは，その大部分が，一般的な生

体有機化合物（アミノ酸，タンパク質，糖，炭水化物，脂質等）では同定できない未知化合物で

あるという事実であろう（Ogawa and Tanoue, 2003）。この状態を打破するために 20 世紀後半に導

入された NMR による官能基解析は，溶存有機物の化学的実体解明にブレークスルーをもたらし

たのは間違いないが（3.1.1 参照），結局は，その実体に対し，「×××様の物質」という曖昧な記述

を与えるだけに終わってしまっている。これに対し，今後は最先端技術の導入を進め（3.1.1参照），

最終的に溶存有機物を「構造式」として正確に記述できるような努力を続けない限り，次なるブ

レークスルーはやってこないであろう。逆に，これが実現されれば，溶存有機物の動態解明が飛

躍的に進展するだけでなく，「炭素の隔離技術」，「未知なる生理活性物質の発見」（たとえば. 

Radhakrishnan et al., 2009）など，他の研究分野への波及効果は計り知れないものがあるだろう。 

（2）ポテンシャル栄養塩としての溶存有機物の評価  

 3.4.1 で記述されているように，近年におけるナノモル濃度レベルの栄養塩類の測定技術の導入

は，従来「海の砂漠」と称されていた亜熱帯を中心とした貧栄養海域における生物生産機構の解

明に，ブレークスルーをもたらした。ただし，そのようなナノモルレベルの栄養塩動態でも説明

がつかないような，活発な生物生産が行われているのも，また，事実として明らかになっている。

生物達は「海の砂漠」で，窒素やリンを一体どうやりくりしているのだろうか？我々は未だこの

疑問に明確に答えられずにいるが，その答えの一つのポテンシャルが溶存有機物にある。すなわ

ち，溶存有機態窒素・リンである。亜熱帯海域の有光層内には，溶存有機態窒素がおよそ 4,000 nM, 

リンが 200 nM 存在していると言われている。仮にこの中の数％が生物に利用されることができる

としたら，それはナノモルレベルの栄養塩類を補うのに十分すぎる量といえる。これら，溶存有

機態窒素・リンの生物利用性の解明は，「海の砂漠」で行われている生物生産機構の理解の深化に

不可欠な要素といえるだろう。 

（3）溶存有機物プールの定常／非定常状態の解明 

 仮に，微生物炭素ポンプによって，人為起源炭素の一部が海洋の溶存有機物のプールに移入し

ているとするならば，そのプールの大きさは増大し非定常状態にある筈であり，また，それによ

って，海洋酸性化の進行は確実に減速されている筈である。現在，我々はこの重大な疑問には全

く答えられずにいる。もちろん，このような問に答えるための戦略の王道，すなわち「高精度測

定による長期モニタリング」は，当然，今後世界各地の海域において精力的に展開されなくては

ならないが，明確な答えを得るためには長期の時間を要する。我々はこれに代わり，過去の溶存

有機物プールの大きさの長期的変動を間接的に知るための，何らかのプロキシを開発する必要が

あるだろう。 

（4）陸起源物質のキャリアとしての溶存有機物の評価 

 微量元素の生物利用性は，その宿主（すなわち有機リガンド）である溶存有機物の動態と密接

に関わっている（3.1.3 参照）。同様に，河川から海洋へ流入する陸起源の微量元素も，溶存有機



物がそれらのキャリアとして重要な役割を果たしているものと考えられているが（Krachler et al., 

2012），その実態はまだ十分わかっていない。 

 一方，大河川の集水域では，活発な人間活動が営まれ，重金属や有機汚染物質，あるいは放射

性元素などの様々な人気起源物質が排出され，河川を通じて海洋へ輸送されている。このうち溶

存態の一部は，単体の化合物やイオンの状態だけでなく，河川水中に存在する溶存有機物と何ら

かの物理化学的な作用により結合した状態で輸送されることが考えられるが，そのメカニズムに

ついてはほとんどわかっていない。粒子態で運ばれるものの大部分は沿岸域で沈降，除去される

のに対し，溶存態で輸送されるものは，相対的により安定して海洋内部へ運ばれる可能性が高い。

汚染物質の海洋への輸送，拡散メカニズムに，天然の溶存有機物がキャリアとして関与している

可能性は十分考えられ，有機汚染物質，重金属等の研究分野と連携し，新たな研究領域が開拓さ

れることも期待される。 

 

３.２. 微量元素 

 

3.2.1. 海洋における微量金属元素の存在状態とその生物利用性解明 

 クリーン技術と分析技術の進歩により，海洋における微量金属元素の分布が明らかになってき

た。また，鉄をはじめとする金属（銅，亜鉛，コバルト，ニッケルなど）の，生物に対する必須

栄養素としての役割も解明されつつある（たとえば，Morel et al., 2003）。今後も微量金属元素の

供給・除去過程，生態系への影響に関する研究は継続されていくであろう。これらの知見は主に

微量金属元素の全濃度をもとに得られている。しかし，海水中に存在する金属元素は，その存在

状態によって海洋における挙動が異なる可能性が指摘されている。例えば，海水中の鉄の大部分

は，有機錯体として溶存している（Gledhill and van den Berg, 1994; Rue and Bruland, 1995）。この有

機錯体を形成した鉄のすべてを生物が利用できるとは限らない。また，有機錯体となった鉄は粒

子による吸着除去作用を受けにくいと考えられている（Johnson et al., 1997）。海洋における鉄の分

布を再現するモデルにおいても，このような仮定を置いた方が分布を良く説明できるという結果

が示された（Misumi et al., 2011）。鉄以外にも，銅・亜鉛・コバルトなどは，海水中では大部分が

有機錯体であると言われている（Coale and Bruland, 1988; Bruland, 1989; Ellwood and van den Berg, 

2001; Saito and Moffett, 2001）。さらに，鉄の場合は，コロイド態も海水中に多く存在する（Nishioka 

et al., 2001; Bergquist et al., 2007）。このように，海水中の微量金属元素の存在状態は複雑であり，

未だその全貌は把握されていない。海洋における微量金属元素の役割を解明するためには，存在

状態に関する研究を進める必要がある。 

 微量金属元素の存在状態に関する研究が十分進んでいない原因は，その技術的な困難さに起因

している。海水中の nM から pM という微量の金属元素について，操作中の形態変化を起こすこ

となく，存在状態別に定量することは極めて難しい。例えば，海水中の金属有機錯体に対して適

用できる手法は，競争配位子を用いるカソーディックストリッピングボルタンメトリーやアノー

ディックストリッピングボルタンメトリーなど一部の電気化学的手法に限られており，現在も主

流となっている。近年，疑似ポーラログラフ法（Baar and Croot, 2011），Reverse Titration 法（Nuester 

and van den Berg, 2005）などの新しい方法が提案されており，従来の方法と組み合わせることによ

って多角的に研究を推進することが可能になりつつある。今後は，陸水の研究で用いられている

手法（DGT 法，PML 法など, Sigg et al., 2006）も海洋へ適用すべきである。また，有機物に対す



る非破壊型の質量分析法が格段に進歩したため，有機配位子の分子量や構造に関する詳しい知見

が得られると期待される。一方，これまであまり注目されていなかった微量の無機配位子（フッ

化物イオン，リン酸イオン，硫化物イオン，ケイ酸など）と微量金属元素との錯作成（Byrne, 1996）

についても，新しい技術を取り入れることによって検討していく必要がある。 

 新しい技術を開発し，海水中の微量金属元素の存在状態に関する知見を深めるための研究を推

進すべきである。この存在状態に関する研究では，状態が変化する前に試料を処理・分析する必

要があり，大型研究船の実験室の利用が不可欠である。さらに，化学系の他分野との交流を深め

ると共に，最新の分析機器の導入も積極的に進める必要がある。 

 

3.2.2. 人為起源物質の海洋への放出とその行方 

 先端技術の発展に伴い様々な素材が工業的に開発・利用されており，海洋に放出される人為起

源物質の組成・量は年々変化している。これまで，外洋域において人為的な影響が最も顕著に現

れるのは海水中の鉛であると考えられてきた。アメリカの Patterson らは，アイスコアや海水を分

析してその濃度変化を調べ，鉛の広範囲な人為的汚染を明らかにしてきた（例えば，Murozumi et 

al., 1969; Schaule and Patterson, 1981）。近年の研究では，鉛以外の元素，水銀（Hg）や白金族元素

（特にオスミウム［Os］）についても，人為的な影響が海洋に現れていると指摘されている（Hg，

Sunderland et al., 2009; Os，Chen et al., 2009）。特に西部北太平洋は東アジアの経済的発展に伴い，

人為起源物質の影響を受けやすい海域となっている。今後の海洋環境の変化を常に注視していく

ためには，同じ海域での定期的観測による学術研究が不可欠である。また，海水中の濃度変化だ

けでなく，人為起源微量元素の供給過程や海洋内部での循環過程も解明していく必要がある。こ

の目的に対して，微量元素同位体の精密分析は特に有望な研究手段になると期待される。これま

で，鉛同位体の精密分析により，鉛の起源とその供給過程を明らかにしようという研究が行われ

てきた（Veron et al., 1993 など）。鉛以外の金属についても，鉱物から金属を取り出して精錬し，

工業製品に加工するまでの過程で様々な化学操作を経る。その過程で大きな分別が生じ，天然と

は大きく異なった同位体組成を持つ金属が精製される可能性がある。海水中の微量金属元素の同

位体比を測定すれば，供給源から海洋に到達するまでの過程を追跡できると期待される。このよ

うな研究は，多重検出器型誘導結合プラズマ質量分析法（MC-ICPMS）が開発されて初めて可能

となった。新しい分析技術を用いて，微量元素の新たなトレーサーを開発することも今後の研究

の大きな課題である。 

 クリーン実験設備を持つ大型研究観測船を使って定点における定期的な学術研究を長期にわた

り継続すること，最新の分析機器を導入して新しい技術開発を行うことにより，海洋環境の変化

をいち早く捉え，その対策を講じる体制を構築することが必要になる。 

 

３.３. プロセスの発生頻度観測 

 

 海洋中の物質循環は，あるリザーバー間の物質の移動を実現する生物地球化学的なプロセスが

一つしかないという場合は非常にまれであり，（「リザーバー」の取り方にもよるが）殆どの場合

は複数のプロセスが並行して存在している。例えば外洋域において海水から「植物プランクトン

群集」へ生元素を輸送する過程は，子細に見れば個々の植物プランクトン種（あるいはグループ）

が異なる炭素・窒素比の輸送プロセスを並行して発現する事によって実現されている。更にはケ



イ藻の場合のように，同じ植物グループであっても鉄濃度，pH 等の環境変数によって異なる炭

素・窒素比の輸送プロセスを発現する場合もある（Takeda, 1998; Sugie and Yoshimura, 2013）。こう

した複数のプロセスの併存によって実現されている物質輸送を理解する方法として，我々は当初，

「海水」・「植物プランクトン」という二つのリザーバー間に巨視的な単一の輸送プロセスを仮定

し，このプロセスの実現する物質毎の輸送速度を水温，塩分，（鉄を含む）栄養塩濃度等の変数で

パラメタライズする手法を用いてきた（物質循環モデルで言えば EPZD モデルに相当）。それがこ

こ 20 年ほどの生物地球化学的な分析技術の進展により，実際に「海水」・「植物プランクトン」間

に存在する複数の物質輸送プロセスを「少なくとも瞬間的には」解像する事が可能になった。こ

れにより，例えば植物プランクトン群集のサイズ画分毎に輸送する炭素・窒素比が異なる事（た

とえば，Ishida et al., 2009）や，窒素制限下と鉄制限下でケイ藻の輸送する炭素・窒素比が異なる

こと（たとえば，Aramaki et al., 2009）が観測的に理解されるようになった。こうした「プロセス

の解像度」の高度化は，観測データの時空間密度の高度化と同様に，ここ 20 年ほどの物質循環研

究の大きな進展である。 

 次の段階として，我々はこのように並行して存在する複数の物質輸送プロセスが，どのような

環境においてどのような比率で発生するのかを理解する必要がある。実は，この「海洋中におけ

るあるプロセスの発生頻度」を直接観測的に証明した研究は未だ存在していない。現状では，モ

デル上で複数の物質輸送プロセスを明示的に解像し（これは具体的には，従来単一のリザーバー

として扱ってきたものを複数のリザーバーに分解し，個々のリザーバーに対して単一の輸送プロ

セスを仮定する事で実現されている。従って実際にはモデル上で解像されているのは「リザーバ

ー」の方であり，一つのリザーバーには一つの輸送過程しか対応していないという点では従来の

EPZD モデルと同質である），それらの過程に係わる物質の濃度の時空間変動のデータから，物質

循環モデル上で逆算して「この海域（あるいはこの年）ではこのプロセスが優先した筈である」

といった推定が行われている（例えば海洋上の主要栄養塩と溶存鉄の分布から海域別に鉄制限の

発生頻度を推定した Aumont et al. [2003]の例がある）。しかしこのような推定ではモデル上で物質

輸送がどのように関数化されているかによって結果が大きく左右され，現実にマッチした推定結

果であるか否かは結局観測で達かめる必要がある。また現在のモデルでは，物質輸送プロセスを

並列化するためには従来単一であったリザーバーを仮想的に複数に分画する必要があるが，この

分割されたリザーバーが実際にどのような観測値に対応するものかは必ずしも自明でない場合も

ある。例えば標準的な NEMURO モデル（Kishi et al., 2007）では植物プランクトンをサイズ別に 2

段階に分割しているが，実際にはこれは「機能の異なる 2 つの群集」に分けているだけなので，

ある具体的なプランクトンが機能上どのリザーバーに属しているかを体サイズで一意的に決定す

ることは厳密には不可能である。 

 物質輸送プロセスの高解像度化（あるいは複数並列化）を確実に進展させるためには，従って，

直接のプロセス観測によって「あるプロセスの海洋上での発生頻度」の評価を行っていく必要が

ある。これは例えば複数の観測プラットフォームによってあるプロセスが発生しているか否かを

多数点でシノプティックに観測し，そのプロセスの発生頻度を直接にもとめるような，いわば「プ

ロセスのモニタリングシステム」を構築する必要があるという事である。このような「発生頻度

観測」は調査船による観測でも不可能では無いが（例えば春期親潮域における鉄制限の発生頻度

を，1 隻の調査船で観測した SPINUP クルーズ[Nishioka et al. 2007]），安定的にこのような観測を

実施していくためには，個々のプロセスが発生した際に特異的に発生する物質や生物の生理状態



（「プロセスのトレーサ−」）を観測する技術を開発する方が近道であろうと思われる。例えば窒

素固定・脱窒プロセスの発生頻度のトレーサーとしては N*が使用可能であり（たとえば，Watanabe 

et al., 2008），これは窒素濃度とリン酸濃度の双方がセンサー観測化能になれば，2.1 節および 2.2

節で議論されたような無人観測システムによって全球的なリアルタイムモニタリングが可能とな

る。鉄制限については VOS 観測等でフラボドキシン/フェロドキシン比 （たとえば，Hattori-Saito 

et al., 2010）の試料採取と分析を恒常的に実施できれば発生頻度のモニタリングを行える可能性が

有る。その他のプロセスについても同様のトレーサー開発を行う事によって，そのトレーサーを

用いた「プロセスの発生頻度のモニタリング」が順次可能となっていくと期待される。 

 

３.４.  鉛直構造 

 

 海洋学は鉛直 1 次元の解析からスタートしたとも言えるが，物質循環について 3 次元の空間的

把握，4 次元の時空間的把握が問われている中で，あえてここで鉛直構造を論ずることに疑義の

ある向きもあろう。だが，海洋の物質循環研究で最大のトピックは，沈降粒子による鉛直的な物

質輸送であったことを今一度思い起こす必要がある。海洋は，鉛直方向数 m～数十 m の環境傾度

が水平方向数百 km のそれを超える，特異な場である。鉛直方向のごく近接した水が「隔絶」し

ている中で，粒子は数日の時間スケールで，数百年以上の時間スケールの差異を超えて移動する

のである。3 次元的な理解が進む中で，粒子の沈降だけでなく溶存物質の交換・移送においても，

鉛直方向の「近さ」が今一度問われてもよい。 

 

3.4.1. 亜熱帯海域における栄養塩の鉛直供給プロセス 

 亜熱帯成層海域で出現する溶存酸素の季節的過飽和層は，栄養塩躍層よりかなり上にあるとす

る観測結果がある（Hayward, 1994）。高感度分析で得られている栄養塩躍層上端の濃度勾配は非常

にシャープで，上端以浅へ栄養塩が継続的に供給されている痕跡は見えない（Kanda et al., 2007）。

リン酸と硝酸の濃度躍層のわずかなずれを考慮したとしても，溶存酸素の季節的過飽和層には下

層から窒素とリンの両方が到達できない可能性が高い。以上が正しいとすれば，亜表層からの栄

養塩が届かない層で新生産が駆動されていることになる（2.4.3 参照）が，窒素のみの供給である

窒素固定ではこの説明は困難である（2.4.2 参照）。中規模渦，台風などの非定常の現象に伴う供

給（McGillicudy et al., 1997）や，生物移動に伴う輸送（Longhurst et al., 1989; Villareal et al., 1999），

あるいは大気経由での供給（2.4.2 参照）が仮定されることが多いが，定量的な検証により決着を

見たとは言い難い。窒素・リンの両方について，栄養塩の鉛直輸送プロセスにはまだ未解明な部

分がある。 

 

3.4.2. 窒素固定へのリン・鉄の供給源の解明 

 近年，化学的・生物的手法による大洋規模での窒素固定量の見直しが行われ，窒素固定量が従

来考えられていたよりも大きく，海洋における物質循環や生物に重要なプロセスであることが明

らかになった。今後加速すると考えられる温暖化による水温上昇や海洋酸性化は窒素固定をさら

に増大すると言われているが，同時に窒素固定の制限要因であるリンと鉄の供給も変化させる可

能性がある。このため，窒素固定の将来予測のためには，窒素固定生物の種類・生態や分布の解

明に加えて，それぞれの種や海域へのリン・鉄の供給源を定量的に理解することが必要である。 



例えば，Trichodesmium は溶存有機態リンの利用が可能であり，また，浮力調整による鉛直移動

を行い下層の栄養塩を取り込んでいる可能性があるが，どちらも定量的情報は少なく，将来予想

をする段階には至っていない（Zehr , 2011）。大気エアロゾルによる鉄の供給は知られているが，

リンの供給源としてはあまり重要ではないと考えられている (Okin et al., 2011)。しかし，エアロ

ゾルに含まれる有機物由来の易溶性リンの供給量や経路，大気中の SO2 や NOxによる鉱物由来の

リンの海洋への溶解量の増加（Nenes et al., 2011）などに関する情報は不足しており，海域によっ

ては重要なリン源になっている可能性もある。中規模渦などの局所的イベントが窒素固定を活性

化するという報告もあるが（Church et al., 2009），メカニズムの解明には更なる研究が求められて

いる（Sohm et al., 2011）。脱窒などにより窒素に対してリンが過剰になった海水の移流により，他

の海域の窒素固定にリンが供給されているという指摘もある（Palter et al., 2011）。太平洋でも，オ

ホーツク海などの縁辺海の沿岸で脱窒を受けた水の水平輸送が北西太平洋亜熱帯域での窒素固定

にリンや鉄を供給している可能性が考えられる。このプロセスにおいては，物理的な海水輸送過

程に加えて，上流域での脱窒過程の変化を解明・予測することも重要である。 

 

3.4.3. トワイライトゾーンの物質収支 

1) トワイライトゾーンにおける沈降粒子の挙動 

 生物活動を介した物質循環過程の観測研究は，表層域（水深 100/200m 以浅）では動物・植物プ

ランクトンの現存量や基礎生産力等に関して，海洋観測船あるいは人工衛星により実施されてき

た。また流体力学的擾乱が小さく生物量が少ない深層域（水深 1000m 以深）では，時系列式セデ

ィメントトラップにより沈降粒子のフラックス・化学組成に関する時系列観測研究が実施されて

きた。これに対して海洋の中層（表層混合層直下から深層直上：水深約 100/200m〜1000m），いわ

ゆる「トワイライトゾーン」と呼ばれる層における物質循環過程については，その重要性が指摘

されてきたにもかかわらず，未だに十分な観測が実施されていない。その中で，沈降粒子の挙動

に関しては以下の点がオープンクエッションのままである。 

(a) 輸出生産力・率 

 表層からトワイライトゾーンへ輸送される有機炭素フラックス（輸出生産力）と有光層におけ

る基礎生産力に対するその割合（輸出生産率）が，基礎生産力，植物プランクトン優占種，動物

プランクトン捕食圧，水温（＝微生物活性）等のどの因子により主に制御されるのか？そして現

在進行中の環境ストレス（温暖化，酸性化等）によりそれらの制御能力がどのように変化するの

か？を明らかにしていく事が重要である。 

(b) 鉛直変化率（沈降粒子の分解過程） 

 トワイライトゾーンにおける沈降粒子の鉛直変化（水深に伴う沈降粒子量の減少傾向）に関し

ては「マーチンカーブ」という「べき乗関数」（Martin et al., 1987）で数式化され，多くのモデル

に使用されてきたが，近年その見直しが求められている。また鉛直変化の度合い（鉛直変化率）

の大小が，海洋表層の植物プランクトン優占種により決定されるのか？生物起源オパール，炭酸

カルシウム，陸起源物質等の錘（バラスト）で決定されるのか否か（Honda and Watanabe, 2010; Le 

Moigne et al., 2012）？セディメントトラップで観測された沈降粒子（有機炭素粒子）の鉛直変化

とトワイライトゾーンに生息する動物プランクトン，（その多くは沈降粒子とともに沈降する）バ

クテリアの炭素要求量と整合性があるのか（Buesseler et al., 2007, 2008）？それらが前述した環境

ストレスによりどのように変化するのか？等引き続き観測研究すべき事は多々ある。加えて，こ



の 10 年間で強調されている，沈降粒子による受動的な炭素鉛直輸送に対する，動物プランクトン

の能動的な炭素輸送（周年的炭素鉛直輸送，鉛直移動時の呼吸による炭素放出量）の重要性（Kobari 

et al., 2008）については未だ結論がでていない。 

 これらを観測研究するためには 2 節で紹介された「バイオ」プロファイリングフロート（酸素

センサー，蛍光光度計，後方散乱計付プロファイリングフロート），「バイオ」グライダー，そし

て中性浮力型あるいは光学式セディメントトラップの導入が強く望まれる。 

2) 上部トワイライトゾーンでの溶存物質収支 

 海洋表層では，赤道域を除くほぼ全海洋で，全炭酸濃度が顕著に季節変化している。夏季にお

ける表面付近の全炭酸濃度の減少が，生物生産（と成層化に伴う下層からの全炭酸供給の低下）

に起因することは明らかである。しかし，栄養塩が枯渇した亜熱帯域については，夏季の全炭酸

濃度減少を引き起こす生物生産性を維持するメカニズムは解明されておらず，海洋物質循環の重

要な課題のひとつとなっている。 

一方，冬季の表面水における全炭酸濃度や栄養塩濃度の増加についても，議論は尽くされてい

ない。冬季の鉛直混合によって引き起こされる海洋表面付近の全炭酸濃度や栄養塩濃度の上昇は，

上部トワイライトゾーン（夏季混合層の底より深く，冬季混合層の底より浅い層）における，全

炭酸や栄養塩の季節変化に依存している。上部トワイライトゾーンと，より浅い層で生成された

沈降・懸濁態有機物粒子と準易分解性の溶存態有機物の分解や，下層からの（たとえば亜熱帯モ

ード水からの）鉛直的な供給が，上部トワイライトゾーンの全炭酸濃度や栄養塩濃度の季節変化

にどう寄与しているのか，これに亜表層の移流や渦の通過はどう影響しているのか，といった問

題については，未だに定量的な回答が得られていない。 

海水温上昇や気候変動は，上部トワイライトゾーンの物質循環を長期に変化させ，海洋表層へ

の全炭酸と栄養塩の供給に重大な影響を及ぼす可能性がある。また，大気 CO2濃度の増加によっ

て海洋表層の CO2 分圧が高くなる将来は，全炭酸濃度や水温の変化に対して，CO2 分圧が現在よ

りも鋭敏に変化する。このため上部トワイライトゾーンの物質循環の変化は，表面付近との相互

作用を通じて，大気・海洋間の CO2フラックスや海洋酸性化の動向に影響を及ぼす可能性がある。

バイオアルゴやバイオグライダーによる観測で，物理環境や物質濃度の変動を高時間・空間解像

度で観測するとともに，研究船による集中的な観測によって，上部トワイライトゾーンとその近

接層における生物地球化学的プロセスとその長期トレンドの解明を図ることが重要である。 

 

3.4.4. 微生物炭素ポンプ 

大気中の二酸化炭素ガスが海洋に吸収されるメカニズムには，物理的な溶解ポンプ，化学的な

アルカリポンプ，そして生物ポンプが知られているが，特に生物ポンプについては，前者の二つ

に比べ，それを制御するパラメータやしくみが複雑であり，温暖化の将来予測の不確定要因の一

つともなっている。 

一方，生物ポンプが，有光層内の一次生産を起点とする生物起源粒子の鉛直輸送によって行わ

れるのに対し，海洋の生物群集が関与するもう一つの炭素吸収固定メカニズムの概念，Microbial 

Carbon Pump（微生物炭素ポンプ）と呼ばれるメカニズムが（Jiao et al, 2010）近年，注目を集めて

いる。これは，海洋の一次生産によって供給された有機物が微生物群集によって利用される過程

において，その一部が難分解な有機物に変換され，その結果，炭素が海洋内部に長期間安定に固

定されるというメカニズムである。海洋には，地球表層圏内では土壌有機物に次いで大きな有機



炭素の貯蔵庫である，溶存有機態炭素（Dissolved Organic Carbon: DOC）のプールの存在が知られ

ており，その現存量は大気中の二酸化炭素ガスの炭素量にほぼ匹敵する 700 Gt 程度に上るものと

推定されている。その大部分は生分解に対し極めて安定で，難分解な性質を有することが知られ

ており，その年齢は最長で 6,000年にも達することが 14C年代測定の研究から明らかになっている。

すなわち，この不動で巨大な DOC プールが，究極的な微生物炭素ポンプの行先と考えられている。 

現在，上述した二酸化炭素の吸収ポンプの働きによって，大気中の二酸化炭素ガス濃度の上昇

が緩衝されている一方で，海水が次第に酸性化し，アルカリポンプの弱体化と共に，炭酸カルシ

ウム殻をもつ生物を中心に生態系への影響が懸念されている。これに対し，微生物炭素ポンプは，

長期間にわたり二酸化炭素に回帰しない炭素プールを意味し，酸性化に結びつかない質の高い二

酸化炭素の吸収固定プロセスと言える。しかし，その具体的なメカニズムはほとんどブラックボ

ックスのままとなっており，今後，プロセス解明に精力的に取り組む必要がある。特に，微生物

炭素ポンプの概念が生まれた背景として，近年の日本人による多くの研究成果が影響を及ぼして

いる（Tanoue et al., 1995; Ogawa et al., 2001; Yamashita and Tanoue, 2008）。当該研究テーマの進展に

当たっては，是非日本人研究者がイニシアチブをとっていくべきであろう。 

 

３.５ プロセス研究における分析化学の成果適用 

 

本節では，物質循環における未解明のプロセスについて述べてきた。最後に，若干異なる視点

ではあるが，分析化学との関係について述べる。海洋の化学的研究は，ある部分では分析化学と

表裏一体であった。元素や化合物の定量分析によって海洋における物質の分布を明らかにしたこ

とは，海洋の物質循環研究の原点である。本報告書は，このような定量分析のセンサー化による

ハイビジョン観測を中心に取り上げているが，他方で分析化学の伝統的な方向である分析精度・

確度の追求が意味を失っているわけではない。2.1.2 で触れたように，炭酸系分析の精緻化はプロ

セス研究としても大きな意義がある。定量分析がより高い精度・確度を実現することで，新しい

プロセスの解明に結びつく可能性は大いにある。研究業績としての評価がされにくい部分はある

が，定量分析の技術力を高めるための分析手法の自動化や標準物質の作成・管理などとそれを保

証するための体制の確保は重要である。 

他方，分析化学自体も機器分析を中心に著しい進歩を遂げつつある。新しい分析手法の導入が

新しいプロセスの解明につながった例は，本報告書中にも多く示されている。これまで触れてい

ない例としては，揮発性炭化水素類の分子別同時定量を実現するプロトン移動反応質量分析計

（PTR-MS）がある。PTR-MS は，元々は大気科学分野で開発されたが（例えば，de Gouw and Warneke, 

2007），近年になって海洋科学でも成果を挙げつつある（Kameyama et al., 2009; 2010）。個別の揮

発性炭化水素類の海水中における挙動は，これまで全くと言ってよいほど解明されていないこと

から，こうした分析技術が未解明のプロセス研究につながることが期待されよう。 

近年の分析化学が大きく進展した領域の一つに，同位体化学分野がある。軽元素（炭素，水素，

窒素，酸素，硫黄など）の安定同位体比分析は，従来から海洋学にも大きく貢献してきたが，最

新の同位体分析の海洋学への導入例として，三酸素同位体比指標があげられる。安定同位体比の

バルクの定量では，起源の異なる（＝同位体比が異なる）分子の混合による同位体比の変化と，

動的同位体分別過程の介在による同位体比の変化を区別できないことから，同位体比データの解

釈が困難な場合も多かった。これに対して三酸素同位体比指標は，酸素の三種の酸素安定同位体



比の相対変化を巧妙に利用して動的同位体分別過程による変化をキャンセルした指標である。例

えば，海洋の溶存酸素分子の三酸素同位体比指標から大気由来の酸素と光合成由来の酸素の混合

比を高精度で求めることが出来るため，総一次生産量（Luz and Barkan, 2000）や大気－海洋間の

ガス交換係数（Sarma et al., 2010）の算出に適用できる。また，溶存硝酸イオンの三酸素同位体比

指標も，大気沈着由来の硝酸イオンと硝化由来の硝酸イオンの混合比の指標として利用可能で，

陸水分野での応用例（Tsunogai et al., 2011）は，海洋でも十分応用可能と考えられる。三種以上の

安定同位体から成り立つ原子であれば，酸素以外の原子にも応用出来る可能性があり，硫黄の四

種の安定同位体比を物質循環指標として利用する試みも既に始まっている。 

以上のような分析化学の成果導入はもちろんであるが，分析化学の発展に海洋学者が積極的に

貢献する中で，海洋物質循環のプロセス研究にも寄与できると考えられる。 

 

 

４．物質循環の統合的理解 

 

４.１.  ハイビジョン観測とプロセス研究の統合， 

 

2 節および 3 節で概観してきたハイビジョン観測とプロセス研究は，相互に補完しながら物質

循環の統合的な理解を進める大きな 2 本の柱と位置づけられる。プロセス研究の成果から新たな

観測パラメータが提案されてハイビジョン観測を高度化し，ハイビジョン観測の結果が新たに解

明すべきプロセスを浮き彫りにしていくことを期待している。モデルについては，プロセス自体

に未解明な部分が残されている以上，仮に適切なバリデーション観測を併用したとしてもハイビ

ジョン観測を代替できるものではない。しかしプロセス研究の成果を随時取り込み，またハイビ

ジョン観測データによって随時検証していくことで，プロセス研究とハイビジョン観測のなかだ

ちとして，物質循環の統合的な理解を進める上で，重要な機能を果たすことが期待される。 

ハイビジョン観測は，リアルタイムで化学系（生物系）の項目を計測できる様々なセンサーと，

そのセンサーを搭載する無人のフロートや係留系などの研究船・観測船以外のプラットフォーム

が主要な部分を担うことになる（2 節参照）。ハイビジョン観測におけるプラットフォームの展開・

回収作業や，センサーのバリデーション観測には船舶を用いる必要があるのはいうまでもないが，

条件を満たせば航空機（飛行艇含む）の使用が可能な場合も考えられる。プロセス研究のプラッ

トフォームは，船舶が中心となる。プロセス研究は，データをもとに新たな仮説を立て，その検

証のための観測や洋上実験を繰り返す「実験室」的な研究展開をしていく。あらかじめ計画され

た必要最小限の研究施設・測定機器を航海ごとに搭載していく従来型の研究船ではなく，洋上で

誕生する新たな仮説に対し，現場で検証のための観測や実験を計画・実施できる，いわば洋上ラ

ボの機能を備えた次世代型の高機能研究船が望ましい。プロセス研究とハイビジョン観測が密接

に連携しながら研究を展開していくためには，高機能研究船にはハイビジョン観測の司令塔とし

ての機能も求められる。無人プラットフォームからリアルタイムで供給されてくる膨大な量のデ

ータを処理し，その解析結果を船上のプロセス研究の現場に反映させる機能を持つことが望まし

い。また，ハイビジョン観測やプロセス研究の進行に合わせて，ハイビジョン観測プラットフォ

ームの展開をコントロールしていく機能も望まれる。なお，我が国には独自といえる大型飛行艇

（現在の海上自衛隊救難飛行艇 US-2）の技術がある（植松ら，2003）。現状では，離着水時の海



況が限定されることや積載可能重量が小さいこともあって，船舶の代替として海洋研究の現場で

利用されるには至っていない。ハイビジョン観測，プロセス研究を問わず，飛行艇の優位が生か

せる研究用途においては，将来の海洋研究プラットフォームとして期待できよう。このような研

究方向を支える鍵になるのが技術開発であろう。化学系パラメータのハイビジョン観測はセンサ

ーとプラットフォームの両面の技術開発無しには展開し得ない。高機能研究船によるプロセス研

究もまた絶えず新しい技術や研究手法を取り入れることで革新的な展開をしていくことが可能に

なる。ハイビジョン観測とプロセス研究の双方から技術開発のニーズが提示され，新たな技術開

発がセンサー／プラットフォームと船上での研究に投入されるサイクルの確立が求められる。 

以上をまとめた概念図を示す。また，以下にこの様な研究の展開を想定する海域を例示する。 

 

４.２.  ターゲット海域の例 

 

4.2.1. 西部北太平洋およびその縁辺海      

 西部北太平洋は，大河川である黄河，揚子江，アムール川とともに，ベーリング海・オホーツ

ク海・日本海・東シナ海・南シナ海など多くの縁辺海に接している。西部北太平洋には，これら

の大河川・縁辺海を経由して陸起源物質・炭素・栄養塩物質が供給されている（Liu et al., 2010）。

例えば，オホーツク海から供給された高濃度の鉄は，北太平洋中層水（NPIW）中の鉄濃度上昇に

寄与していると考えられる（Nishioka et al., 2007）。加えて，縁辺海は温暖化・陸域変化・人為的

攪乱などの環境変化の影響が受けやすい海域である。例えば，日本海の深層水では温暖化の影響

による溶存酸素濃度の減少が報告されている（Gamo, 1999, 2011）。このような縁辺海の変化は，

西部北太平洋への様々な物質の供給過程にも影響を及ぼす可能性がある。全球的な海洋における

物質循環の変化をいち早く検出するためには，西部北太平洋ならびに縁辺海における継続的でか

つ集中した学術調査を実施する必要がある。 

 また，西部北太平洋においては，偏西風に乗って風上にあるアジア大陸から粘土鉱物や人為起

源物質が風送塵として大量に降下してくる（Uematsu et al., 2003）。例えば，海水中の鉛は大気を

経由して外洋に運ばれる人為起源物質の代表として有名である（Boyle, 2001）が，北大西洋にお

いては有鉛ガソリンの使用が禁止されてから海水中の鉛濃度は減少し続け，1970 年代から 1990

年代にかけて 5 – 6 分の 1 程度に低下している（Lee et al., 2011）。これに対して，ハワイ沖の表層

海水中の鉛濃度は 2 分の 1 程度までしか減少していない（Boyle et al., 2005）。この違いは，アジア

地域の発展と大きく関わっていることは否定できない。今後も大きな経済の発展と人工増加が見

込まれるアジア地域では多量の人為起源物質が放出され，西部北太平洋に降下することが予想さ

れる。西部北太平洋は人為起源物質の影響を受けやすい海域であり，環境変化が鋭敏に現れる。

継続的な学術研究を行い，その変化を常に注視すべきである。 

 

4.2.2. ベンガル湾 

 様々な時間スケールの気候フォーシングに応じた海洋環境の変化によって生態系構造（生物多

様性）は変化する。その結果，機能的生物多様性（functional biodiversity）が変化し，それが表層

から深層に輸送される物質フラックスに影響を与え，結果として地球環境へとフィードバックし

ていくであろう。従って自然的・人為的外的強制力（フォーシング）の変化による海洋生態系を

介した物質循環過程の変化を把握し，地球環境変動予測に資することが急務である。 



 インド洋東部のベンガル湾はインドモンスーン（季節風）の変化，それに連動した河川水流入

量や風送塵供給量の変化により海洋物理学的特徴（海流，鉛直混合），海洋化学的特徴（栄養塩濃

度，懸濁物量）が大きく変化する海域である。また世界第二位の人口を持つインドを筆頭に周辺

諸国を合わせると世界人口の約 20%がベンガル湾周辺に密集しているため人類活動の結果生じる

海洋酸性化や富栄養化，貧酸素化の影響を受けやすい海域と考えられる。さらに地球温暖化に伴

う海水温上昇率が高い海域でもある。従って同海域をモデル海域とすることで外的フォーシング

と海洋変化のメカニズムを理解することにより現実的な地球環境の将来予測が可能となると考え

られる（Wiggert et al., 2009）。 

 そこでベンガル湾外洋域の南北方向複数点に時系列観測定点を設定し，セディメントトラップ

や水中ウインチで自動昇降する FRRF を搭載した係留系および観測船による総合的な生物・化

学・物理学的時系列観測研究を複数年にわたって実施するような研究が考えられる。 

 ベンガル湾には米国やインド等により既に多くの表層ブイが展開され主に海洋気象・海洋物理

学的観測ネットワークが構築されている。それは同海域のみならず世界の熱収支・気象に大きく

影響するインド洋ダイポールモード現象（IOD）やマッデンジュリアン変動（MJO）等の海洋物

理変動，気象変動が発生するからである。これら既存のブイの活用，数値シミュレーション解析

を組み合わせることで，海洋の生物地球化学に大きな影響を与える海洋物理学的・海洋気象学的

環境状況に関する情報を有効活用でき，全ての分野へのシナジー効果が期待できる。 

 国際的には CLIVAR（Climate Variability and Predictability）および IO-GOOS(Indian Ocean Global 

Ocean Observing System)の下のインド洋パネル(IOP)が国際協力によりインド洋の観測ブイ網を構

築，海洋物理学的・海洋気象学的観測が実施されてきたが， IMBER(Integrated Marine 

Biogeochemistry and Ecosystem Research)等から同海域の生物地球化学的観測の重要性が指摘され

てきた。そのために組織されたのが SIBER (Sustained Indian Ocean Biogeochemistry and Ecosystem 

Research)である（INCOIS, 2013）。2007 年にサイエンスプランが提案され 2010 年以降にインドの

沿岸域を中心とした生物地球化学的観測研究が実施され始めた。しかし外洋域での同観測研究は

実施されてこなかった。そのため SIBER では 2013 年（平成 25 年）以降の数年間にインド洋での

集中観測（フィールドキャンペーン）を検討中である。 

 以上をまとめると，ベンガル湾は以下の点でホットスポットであり，今後の重点研究対象海域

ということができる。 

・大気-海洋相互作用（モンスーン，インド洋ダイポール現象，マッデンジュリアン振動による海

洋学的変動） 

・陸域-海洋相互作用（淡水流入，大気塵の海洋学への影響） 

・人間活動-海洋相互作用（周辺に世界人口の約 1/4 が集まっている海域。人為的物質供給による

海洋学的変動） 

 

4.2.3. 沿岸 

沿岸海域は面積では海洋のわずか 0.2%を占めるに過ぎないが，陸上の森林全体の約半分に匹敵

する炭素吸収能を有し（2.4－4.5 億トン C/年），その固定速度は熱帯雨林の 2-11 倍に達するとさ

れている（Nellemann et al., 2009）。国連環境計画（UNEP）は，沿岸における生物活動に伴う二

酸化炭素の吸収・固定を“Blue Carbon”と名付け，陸上の“Green Carbon”と並ぶ重要な炭素循環プロ

セスの場であると評価している。また沿岸海域は，河口域，藻場，干潟，岩礁帯，サンゴ礁，浅



海浮遊生態系，底棲生態系など，種々の地形・生態系が複合的に入り組んで共存し，海洋の生物

多様性の保全にも重要な海域である。生物生産性や生物多様性の高さは，沿岸海域の水産資源の

供給ポテンシャルが極めて高いことに無縁ではない。 

沿岸域は陸域と外洋域（海洋）の境界に位置している。特に河口域・内湾域は化学的（塩分等）

にも環境が急変する場であり，河川や地下水を通じて沿岸域に運び込まれた物質は単純にそこを

通過するのではなく，化学環境の変化に伴う種々のプロセス（凝集・吸脱着等）や活発な生物活

動によって著しい影響を受ける。このため「沿岸域は陸から海洋への物質のフィルター」という

概念が提唱されてきた（前田, 1991）。しかし，必ずしもフィルターのように物質を濾し取るばか

りではなく，そこでは新たな代謝産物が生み出され，ポンプのように外洋に送り出す仕組みも指

摘されている。 

このような陸から海洋への物質輸送を量的・質的に評価するためには，沿岸海域で生じている

プロセスの理解が欠かせない。しかし，沿岸域は上述のように様々な地形・生態系の複合的なシ

ステムであり，その入れ子具合によって性質は大きく変化する。加えて，沿岸海域は人間活動の

影響を最も直接的に受ける場であり，影響の度合いによって全く異なる姿を見せる。さらに，人

間活動の影響は“環境負荷”だけではない。都市域に発達した流域下水道システムは，人間活動に

よって排出された様々な物質を一旦「下水処理」というボックスで変質させた後に自然界に還流

しており，そこで見られる物質循環は従来（自然）の姿とは大きく異なると予想される。特に経

済発展の著しい東南アジア諸国において，このような傾向はより顕著に表れてくると考えられる。

さらに，全球規模の問題として取り上げられる気候変動や海洋酸性化についても，最も顕著な影

響が表れるのは沿岸生態系であろうと危惧される。以上を踏まえて，沿岸海域における物質循環

の統合的理解には，以下に挙げる研究項目の推進が必要である。 

・沿岸海域の複合的システム（地形・生態系・人間活動の影響度合い）の類型化 

・高密度のモニタリング体制の構築（2 節）による物質循環過程のハイビジョン化 

・陸域，外洋域あるいは大気の物質循環研究との連携促進 

・人間域（都市工学，衛生工学）と生物地球化学（物質循環）の融合による都市域での沿岸物質

循環像の創出 

・生物多様性と海洋（水産）資源の持続可能性を支える理想的な物質循環プロセスの解明 

・種々の環境問題（富栄養化，人工化学物質汚染など）のヒストリカルな知見の統合 

・地球温暖化および海洋酸性化に関連した沿岸生態系影響の予測と検出手法の開発 

 沿岸海域の包括的な理解を目的とするこれらの研究の推進には，物理，生物，化学の相互連携

による観測・解析手法の適用が不可欠である。さらにマイクロメートルスケール（堆積物－海水

境界層）から，100 キロスケール（湾～大陸棚）までのシームレスな研究を展開するための方法

論についても議論が必要であろう。 

 

４.３.  おわりに－研究体制の整備 

 

2.1.12 にも述べられているとおり，ハイビジョン観測は単にセンサーやプラットフォームが手

に入れば実施できるようになるものでは決してない。新しいかたちの研究の進め方に見合った研

究体制の整備が極めて重要な意味を持つ。ハイビジョン観測では多数のセンサーやプラットフォ

ームを運用することになる。これらの機器を維持し，リアルタイムで流される膨大なデータを管



理し解析するための体制が必要である。3.1 で述べた高機能研究船とハイビジョン観測のためのプ

ラットフォーム群がハード面のインフラとすれば，それらを運用する組織，人材などソフト面の

体制づくりが鍵を握るといえよう。 

物質循環研究の学際性に見合った研究体制も必要となる。幸いこの 10 年ほどの間に，海洋の物

質循環研究の現場では，化学系の研究者だけでなく物理系，生物系，モデル関係の研究者も加わ

り，組織的・学際的に共同研究を行うスタイルが定着してきている。物質循環研究のこうした学

際的な取り組みは，例えば福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の海洋におけ

る動態に関する取り組みにも生かされている。このような統合的な研究のための努力を今後も継

承・発展させつつ，次世代の研究プラットフォームの展開に対応した新たな海洋研究の体制を考

えるべきであろう。 

海洋の研究には船舶や観測プラットフォームなど，ハード面のインフラが不可欠である。加え

て，洋上での作業に関わる多くの人材を確保する措置も必要になる。個々の研究者が競争的研究

資金を得ていく場面で，こうしたインフラや人的体制の整備についても責任を課されるとすれば，

海洋分野の研究者は他分野に対して大きなハンディキャップを負うことになる。一方で，海洋に

特有なインフラや研究体制の整備が無条件に保証される社会情勢ではない。化学系サブグループ

の議論でも，残念ながらこうしたハンディキャップが次世代の海洋研究を支える優秀な研究者や

研究支援者の確保に影を落としつつある現状が認識された。海洋国・先進国の研究者集団として，

我々には気候変動に関わる国際的観測への貢献や福島原発事故の海洋への影響解明など様々な国

際的責任がある。加えて，我が国の将来を考えるとき，海洋の有効な利用について先導的な役割

を果たすことは文字通り国の死活にかかわる社会的要請でもあろう。こうした要請にきちんと応

え，海洋研究の未来を担う体制を作っていく責任を我々は共有している。 
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Fig. 1. A schematic diagram showing postulated interactions between the “hi-vision” (or high-definition 

image) observations and the process studies, including roles of modeling and technological 

innovations (based on discussions among the subgroup).  

図１ 物質循環の統合的理解のためのハイビジョン観測とプロセス研究について，相互の関係と

技術開発・モデルの位置づけを示す概念図（サブグループでの議論をもとに作成） 
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Abstract 

   Progress in oceanographic research in the past decade is reviewed and future direction in 

the Japanese oceanographic research in the next decade is discussed, mainly from the 

chemical oceanographic perspective.  While biogeochemical cycle (or material cycle) remains 

to be a major theme in oceanography, innovative chemical sensors on various maneuverable 

platforms will be able to depict dynamics of chemical constituents with very fine resolution,  

equivalent of those utilized in physical oceanography; a high-definition or “high-vision” image 

of material cycle will be available to researchers in near future.  On the other hand, process 

studies that unveil the mechanisms behind such dynamics should be implemented 

concurrently.  Numerical modeling may effectively connect these two approaches, and 

interactions with technological innovations will facilitate progress of research.  Current 

status and expectations of sensor/platform development, possible targets of the process 

studies, integration of the two research approaches, and some target oceanic regions for the 

integrated study are discussed, with respect to necessary infrastructures of research. 
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