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ラムサール条約に登録された湖沼は除外される
ことがあるそうですが、涸沼の場合は具体的にど
のような状態になったら除外される可能性が生じ
るでしょうか？

基準が満たされなくなると、除外されてしまう
かもしれません。日本の場合は、そういうこ
とはまず考えにくいと思います。（大辻）

これからラムサールにどこが登録されますか？

「日本の重要湿地500」(2001)、「ラムサール
条約湿地潜在候補地172」(2010)などを見る
と、推測できます。そこからすると、霞ヶ浦、
利根川下流かもしれませんね。（大辻）

登録にあたって（メリット、デメリット）例があれば

2018年の世界湖沼会議では、関心の高い
方々が海外から多数、茨城県に来られると
思われます。ラムサール条約登録地がそば
にあれば、足をのばしてくださるでしょう。デ
メリットは考えにくいのですが、大型開発は
着手しにくくなるかもしれません。逆にメリッ
トとも言えます。（大辻）

湖沼の水質が全国ワースト４位にもかかわらず
登録されていますが、国際・国内の基準を満たせ
ば、水質は無関係なのでしょうか。水質が悪いと
水鳥の生活環境にも影響が出ると思いますが。

三村先生のお話しにもあったとおり、ある動
物が別の動物の指標にもなります。水質も
バロメーター、動物もバロメーターですね。
（大辻）
　水質が悪かったのは平成９年頃であり、そ
れ平成１３年ころから改善する傾向が続いて
います。年平均値でみれば現在では昭和４
０年代と同等がそれよりも良い状態と考えら
れます。現在の国が定める環境基準は、汽
水湖には厳し過ぎるものであり、改訂も検討
されているところです。また涸沼の自然に
とって良い水質についても研究していく必要

ヤマトシジミは全国の湖沼にいるのですか？

小川原湖など、いくつかの汽水湖で見られ
ます。（大辻）
宍道湖が日本で最大の漁獲量を誇っていま
す。（信岡）

涸沼に珍しい生き物はいますか

涸沼のそばに住んでいる方から時々シジミをいた
だきます。シジミを採る人は年間費用を払ってい
ますが、相対で年間にどれくらい採るとかの決ま
りはありますか？　あるとしてそれは守られてい
ますか？
涸沼のシジミは少ないので、宍道湖から幼貝を取
り寄せていると聞きましたが、涸沼の固有のシジ
ミは増えていますか？

漁師一人あたり１日の漁獲量に制限を設け
てあります。みなさん、その制限量を守られ
ています。（信岡）

涸沼をラムサール条約に入れるのに、どのくらい
かかりましたか？

佐賀新聞の記事をお見せしましたが、あの
ように佐賀市は時間をかけて準備しました。
一方、（佐賀県）鹿島市は、１年以内。立候
補してすぐの登録だったそうです。（大辻）

先日、小学生の自由研究作品展に行ったら、涸
沼のシジミ生息と塩分濃度の関係を研究している
生徒がいた。西側より東側（海側）の方が塩分濃
度が高くシジミやハゼが採れるとまとめられてい
た。実際のところはどうなっているのか？

信岡先生のシミュレーションにもありましたと
おり、大まかに、海に近い方が塩分濃度が
高いようです。（大辻）
　西側、特に涸沼で幅が狭くなっている親沢
や網掛よりも西側になると塩分濃度は非常
に低くなる傾向があります。（信岡）

ラムサール条約を登録するのに大変だったことは
何ですか？

涸沼で一番大きな生物は近づくと危険なんです
か？
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きれいな涸沼にするために、沼内にあるヘドロを
どうしたら少なくすることができるか？

人間にはよごれでも、別の生物にとって、そ
れが食べ物だったりします。そういった生物
に汚れを食べてもらうのが、一つの方略で
す。（大辻）

2215の中の一つ目は何ですか？
http://www.ramsar.org/で調べてみると、
オーストラリア、ノーザンテリトリー、ダーウィ
ンそばのCobourg半島のようです。（大辻）

水戸藩時代奉行でも置いて、管理をしていたので
しょうか？

今まで登録されたもので、消えてしまった湿地を１
つ教えてください。

ラムサール条約のwebpageを見たところ、
100番以下ですと、ID:69が消えています。
（大辻）

シジミは好きですか？
オルニチンという物質が、特に肝臓によいそ
うですね。（大辻）

水戸八景でしたか、秋の月という地名の由来は
何があるのでしょうか？
涸沼において秋にあがる月は最も美しいというこ
とでしょうか？地名としては珍しく美しいと思いま
す。今の時期、いいでしょうね。

水戸八景は、中国（湖南省）の瀟湘八景を
基にしています。「広浦の秋の月」は「洞庭
秋月」（洞庭湖の上にさえ渡る秋の月）が元
です。（大辻）

自然というと環境を守るという後が多いですが、
今回、Wise Useということを聞き何が出来るか楽
しみです。前向きに活用していくことを考えたい。

そうですね、ラムサール湿地登録を機会に、
Wise Useの方法を皆さん、大いに考えて頂
きたいと思います。Wise Useは、生態系を守
りながら、多様な恵みを受け取るという考え
方です。例えば、シジミなどの魚介類を楽し
むこと、釣りやバードウオッチング、写真など
自然に触れて楽しむこと、アシ原や水草帯を
再生して環境を守ること等です。近くの大洗
や茨城町、鉾田市などとつなげると、海と
陸、里山の食や景観が一度に楽しめる場所
として、海外の観光客にも魅力的になるので
はないでしょうか。（三村）

塩分濃度を測定する深さは決めてあるのか（変
化するとのことであるが）

公的な水質測定結果では上層(水面から
50cm）、底層（底から1mを目安）と定められ
ています。大学の研究調査では、さらに鉛直
方向に細かく測定する場合が多いです。涸
沼では底数10cmで水質の値が大きくかわる
傾向があります。（信岡）

ラムサール条約に登録された涸沼について茨城
大学が積極的に行っている研究はどのようなもの
になりますでしょうか？

茨城大学は1949年の創立以来、涸沼の生
物調査など様々な研究を行ってきました。最
近実施している取組は以下の３つがありま
す。
①涸沼の物理（流れ、塩分など）、水質、生
物に関する研究、②涸沼と周辺地域の環境
保全・地域活性化の取組、③現地演習など
地域のNOPと一緒に取り組む教育活動、で

CODとは何なのか？

Chemical Oxygen Demand（化学的酸素要求
量）の略称であり、そこにいる生き物など物
質が酸素を消費する量の目安です。この値
が高いと酸素不足になる、貝などにとっての
栄養となる餌が多すぎる場合の可能性があ
ります。（信岡）
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汽水にいる生物は海水と混じることによって死ぬ
ことはないんですか？

アクアマリンふくしまに、汽水を再現した水
槽があります。下が海水、上が淡水です。そ
の間を行き来する珍しい小魚がいます。（大
辻）
　汽水にいる生物は、そこでの水の塩分濃
度が高い時や低い時でも生きていけるもの
が住んでいます。ただし、その場所におい
て、異常に高塩分状態ですと死ぬこともあり

三村学長が広域水圏環境科学教育研究センター
とどのように関わりがあったのでしょうか？

私は、センター設置の平成９年から平成２６
年８月まで広域水圏環境科学教育研究セン
ターの教授を務め、教育は工学部で行って
いました。（三村）

①北浦の湖畔公園に淡水生物の展示館があり、
また、那珂川畔の山方にも淡水魚展示館がある
のに、なぜ涸沼畔にはないのか。ラムサール条
約を機に周囲の自治体が協力して設置し、観光
客を呼ぶ方が経済的効果が上がるような気がし
ますが。
②どうやって塩分濃度を測るのですか？
③蜆漁の取り過ぎなので蜆の数が減ることはな
いのですか？

①一つの考え方（ゴール）かもしれません。
（大辻）
②正確には塩水の体積を測ったのちに塩だ
けを濾過して、残った塩の重さも測り、塩分
濃度を求めていました。現在は、塩水が電
気を通しやすい特性を利用した簡易測定
機、電気伝導率計を使用する場合も研究で
はあります。（信岡）
③一部には、漁業者が多すぎるという声も
あります。（大辻）

単純な質問で申し訳ありませんが、沼と湖の違い
は規模（面積）なのでしょうか？

水深５ｍという目安もあるようですが、明確
ではないようです。（大辻）

汽水湖、涸沼。毎回の潮の満ち引きで毎日塩分
が遡上していると思っていました。１年に10回程
度しか侵入しないとは驚きです。
震災後に河床が変形して潮が上がりにくくなって
いるのではとの声を聴きます。シジミも少なくなっ
ているとか。
そうであれば、好ましい塩分濃度に保つように、
人為的に潮水をあげるのはいけない行為でしょう
か？　例えば増水時に使う移動用ポンプで揚水
するなど。

東日本大震災で全体が沈んだので、海水が
入りやすくなっているとも聴きます。カレイや
エイまでもが捕れるようになったそうです。
（大辻）

霞ヶ浦導水により那珂川の水位は下がる。涸沼
にはどのように影響するのか？

水の動きでみると、那珂川の水量が多い時
期はほぼ変化なし、春などの流量が少ない
ときに涸沼の方へ海水が入りやすくなると考
えられます。水質や生態系への影響につい
て、変化が有る、無いというのは、現在の科
学の力でもまだ難しい部分があります。（信

①大辻先生の永はなんとお読みするのですか？
②肥料の使用を減らして生態系が改善したとのこ
とでしたが、農薬について簡単に影響を教えてく
ださい。
③シジミはどうやって食するのがベストですか？

②現在、国内では農薬の管理や規制により
農薬の残留が生態系へ大きな影響を及ぼ
すほどのことはありません。一般的に、でき
るだけ農薬の残りが自然界に出ないこと
は、健全な生態系のために必要でしょう。

ヤマトシジミによる水質浄化について詳しく知りた
い。
淡水湖（千波湖）の水質浄化にヤマトシジミを利
用できないか？

一つの考え方ではあると思います。（大辻）

涸沼のシジミはなぜ大きくでおいしいのでしょう
か？

一定の大きさ以下のものは禁漁にしていま
す。（大辻）

シジミがなぜ涸沼で採れなくなったのか。涸沼川
ではとれているのはどうしてか？についてとても
よくわかりました。
茨城町涸沼減でさらにシジミがとれるようにした
いと要望あれば、いくつかは提案するお考えです
か？

方向としては、今よりも少し塩水が入る頻度
を増やして数年に1度は涸沼湖内で自然に
産卵する、昔の状態に近づけるのが良いと
考えています。その方策についてはいづれ
にしても、生態系への悪影響の恐れもある
ので、少しづつ調査研究で確認していくこと
が大切と思います。（信岡）
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汽水湖Qusetion=海跡湖と解釈して良いのでしょ
うか？
日本生態学会誌Vol.43, 195-209(1993)で國井秀
伸他「汽水湖生態系の特性と日本における研究
の現状」の図１で「涸沼は海跡湖である」となって
いました。
私は涸沼は千波湖同様「堰止湖」と理解していま
した。
海跡湖と堰止湖ではその後の富栄養化の過程が
異なると思うのですが。
ご教示をよろしくお願いいたします。

日本の汽水湖では、海跡湖が85%とされてお
り、その他に堰止湖などもあります。涸沼も
大昔の海面が高い時代には海の入江だっ
たようですが、海面が現在の高さになる時、
那珂川から供給される土砂が涸沼と太平洋
の間に溜まったこともあり現在の河道になっ
たという説もあります。（信岡）

涸沼に流入している河川（上流域）について、そ
の地図を示していただきたい。

クリーンアップひぬまネットワークのホーム
ページに、わかりやすい地図が出ています。
（大辻）
http://www.hinuma-network.jp/ryuiki.html

汽水湖に生きる生物は、海や川に生きる生物と
体の構造がどのように異なるのですか？

体外の水（淡水、海水）の浸透圧の変化に、
皮膚が対応しているようです。（大辻）

江戸時代、涸沼から北浦への船輸送が検討され
たと聴いています。その時涸沼川の底を下げる等
の工事があったのか。人的工事の様子がわかれ
ば教えてください。

勘十郎堀ですね。
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