
 
 

25  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 26 2014 3  

 





平成 25 年度東北地方太平洋沿岸地域生態系監視調査 

要 約 

 

１．目的 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波（以降、東日

本大震災という）は、東北地方太平洋沿岸を中心とする地域の自然環境、生活環境、社会

環境に極めて大きな影響を与えた。本業務は、東日本大震災による自然環境への影響が特

に顕著であった東北地方太平洋沿岸地域等において、干潟、アマモ場、藻場、海鳥繁殖地

の調査を行うとともに、地震等による自然環境等への影響を把握することを目的とした。 

 

２．調査結果 

(1) 干潟調査 

干潟では、8 つのサイト（津軽石川河口、織笠川河口、鵜住居川、小友浦、万石浦、松

島湾、井土浦、鳥の海）において、定量調査及び定性調査により底生生物の個体数及び出

現の有無を記録した。各サイトの調査結果から、一部のサイトでは、震災以前にみられて

いた種が、依然として確認できないサイトがある。しかし、全体的には、震災直後に比べ

ると、干潟環境は安定してきており、各サイトの干潟に出現する種数が増えていた。また、

各サイトの干潟では、出現種数の回復は進んでいるが、個体数密度は低い状態であった。

さらに、震災前と比べて優占種の組成にも変動がみられることから、底生生物相を含め、

変化を引き続き調査する必要がある。 

 

(2) アマモ場調査 

 アマモ場では、各サイト（山田湾、広田湾、万石浦、松島湾）の岸側と沖側に調査地点

を設定し、出現する海草種及び被度を記録した（万石浦を除く）。震災前の第 7 回自然環

境保全基礎調査（藻場調査）と比べると、調査サイトのアマモ類は全体的に減少しており、

アマモ類の密度が低い状態となっている。一方で、若干ではあるがアマモ類の回復傾向も

みられている。今後は、回復状況を把握するためにも継続して調査を実施する必要がある。  

 

(3) 藻場調査 

 藻場では、山田湾、女川湾、北茨城市地先沿岸（五浦）、那珂湊地先沿岸（大洗）において、出

現する海藻種及び被度を記録した。各サイトの結果から、震災前と比べると、減少傾向ではある

が、全体的にみると、概ね藻場群落は回復している傾向がみられる。ただし、周辺環境の

状況によっては、今後、藻場群落が変化する可能性もあることから、引き続きモニタリン

グを実施していく必要がある。 

 

(4) 海鳥調査 

海鳥調査では、蕪島、三貫島、足島において、営巣面積と巣穴密度からの繁殖数の推定を

行った。各サイトの結果から、地震及び津波による海鳥類への直接的な影響については不

明であったが、各サイトで土壌流出、植生の変化等が観察された。土壌流出や植生の変化

等は、今後、海鳥類の繁殖を妨げる可能性があることから、今後も、生息環境の状況も含

め、継続的な調査が必要である。 

 



 
The Ecosystems Monitoring Survey of the Pacific Coastal Areas of the Tohoku Region in FY2013 

Summary 

 

1. Purpose of the project 

The earthquake and ensuing tsunami that occurred on March 11, 2011 off the Pacific coast of 

Japan’s Tohoku region (hereinafter “the Great East Japan Earthquake” or “the disaster”) had an 

enormous impact on the natural environment, people’s lives, and the social environment in the 

Pacific coast of the Tohoku region and elsewhere. The purpose of this project was to survey tidal 

flats, seagrass beds, seaweed beds, and seabird breeding grounds in the coastal areas of the 

Tohoku region—where the impact of the Great East Japan Earthquake on the natural environment 

was particularly apparent—and to gauge the effects of the earthquake and tsunami on the natural 

environment in the region.  

 

2. Results of the project 

(1) Survey of tidal flats 

For the tidal flats, the numbers of and presence of benthic organisms were recorded through 

quantitative and qualitative surveys at eight sites (Tsugaruishi River, Orikasa River, Unosumai, 

Otomoura, Mangokuura, Matsushima Bay, Idoura, and Torinoumi). The results of the survey of 

each of the sites showed that at some of the sites, species present before the disaster still could not 

be confirmed. Nevertheless, on the whole, the tidal flat environment had become more stable than 

it had been immediately after the disaster, and the number of species occurring at the tidal flats at 

each of the sites had increased and were recovering, although individual densities were low. 

Moreover, because fluctuations were observed in the compositions of dominant species compared 

to pre-disaster compositions, it is necessary to continue to survey the changes that are occurring, 

including changes to the benthic fauna. 

 

(2) Survey of seagrass beds  

For the seagrass beds, survey points were decided upon near and off the shore at each of the 

sites (Yamada Bay, Hirota Bay, Mangokuura, and Matsushima Bay). Species of seagrass occurring 

in quadrats and their respective coverage were recorded. Compared to the results of the 7
th

 

National Survey on the Natural Environment (seaweed bed survey), seagrass showed an overall 

decline, with a low seagrass density at the survey sites. Nevertheless, seagrass exhibited signs of 

recovery, although slight. One of the reasons that it is necessary to conduct continual surveys is to 

keep track of this recovery.  

 

(3) Survey of seaweed beds 

For the seaweed beds, species occurring in quadrats and their respective coverage were 

recorded at Yamada Bay, Onagawa Bay, the coastal part of Kitaibaraki City, and the coastal part 

of Nakaminato. At each of the sites, there was a decline compared to pre-disaster levels, although 

on the whole, seaweed communities overall were recovering. Nevertheless, because there is a 

possibility that seaweed communities could change depending on the conditions of the survey sites 

and the surrounding environments, it is necessary to continue to monitoring.  

 

(4) Survey of seabirds 

In the seabird survey, on the islands of Kabushima, Sanganjima, and Ashijima, the number of 

nests was estimated from the nesting areas and nest densities. The direct impact of the disaster 

could not be determined from the survey of the sites, but at each of the sites soil runoff, changes in 

vegetation, etc. were observed. There is a possibility that soil runoff, changes to vegetation, et c. 

could hinder the breeding of seabirds. It is therefore necessary to conduct ongoing surveys of their 

habitats and other such factors. 
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8)  

(1)    TFTRN 

(2)   

(3) 

WGS84  
A1 38.0326N  140.9171E 

B1 38.0308N  140.9101E 

C2 38.0369N  140.9030E 

D2 38.0287N  140.9151E 

E2 38.0327N  140.8988E 

(4)  2013 6 27  

(5)   

 

  

(6)  2012 2012 B3

 

C2 E2

 

A1 A1

D2

C2 2012 C2

 

(7) 

 
2012 53 2013 55

A1 E2 2012

3-15 3-8  
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B エリアの景観、生物写真等 

 

鳥の海 B1 地点 

 

鳥の海 B1 地点護岸 

 

ヤミヨキセワタ 

 

マガキ 

 

タマキビ 

 

マメコブシガニ 

写真撮影：鈴木孝男 
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3.1.2.  

1)  

(1)    SBYMD 

(2)   

(3)  

WGS84  

St.1  

St.1d 39.4799N  141.9829E St.1s 39.4803N  141.9832E  

St.2  

St.2d 39.4618N  141.9735E St.2s 39.4623N  141.9738E  

St.3  

St.3d 39.4495N  141.9695E St.3s 39.4494N  141.9695E  

(4)  2013  9  9  

(5)    

 

  

(6)   

(7)  1

 

(8) 

 

 

2

3-9 2 15

2 15m 
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3-9   
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NT  
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(2013)

St.3s
-1.1m
(2012)

St.3s
-2.2m
(2013)

 

3-17 20 m 
. +

1  
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2)  

(1)    SBHRT 

(2)   

(3)  

WGS84  

St.1  

St.1d 39.0032N  141.6465E St.1s 39.0051N  141.6489E  

St.2  

St.2d 39.0024N  141.6668E St.2s 39.0046N  141.6689E  

St.3  

St.3d 39.0005N  141.6700E St.3s 39.0021N  141.6726E  

(4)  2013  9 10  

(5)    

 

  

(6)   

(7)  
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2 3-10

3m 
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3-10   
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3)  

(1)    SBMNG 

(2)   

(3)  

WGS84  
38.42129N 141.4013E 

38. 41904N  141. 4008E 

(4)  2013  8  6  

(5)     

    

           

  

              

(6)  7  

(7)  1 3-11  

100m

5m -1.9

-2.4 C.D.L. m 0.9m

2012

40m

75m 90m

2012

2012 51.8±1.5% 12.5±0.1%

 

2012

50m

3-12 14.0 ± 2.0 /0.25m2 0 /0.25m2

102.3 ± 13.3cm -0.7 ± 0.1 C.D.L.m

-2.2 C.D.L.m 2012 -0.9 

C.D.L. m  
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(8) 

 

 

1991 1 1

Unpublished data

2006 7
97m

2012 40m

40m 75m 90m

3-19

73m

2006 12 17 /0.25m2 2012

8 0 /0.25m2 2013 8 0.3 ± 0.6 /0.25m2

3-13  

1 1997  2  . 

. 
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3-11 7 2006 24 2012

2013  

 
2006 7 2012 24 2013  
□ 7 ○ 2012 2013  

 

 

 

3-12 24 2012 2013

50m

 

 

 2006  2012  2013  

/0.25  N.D. 4 14.0± 2.0 
/0.25  N.D. 0 0 

cm  N.D. 87.6±23.2 102.3±13.3 
24  

50m  

 

 

3-13 73m 7
2006 24 2012 2013

 

 

2006  2012  2013  

/0.25  17 0 0.3±0.6 
/0.25  0 0 0 

cm  94.8±10.9 N.D. 110 
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4)  

(1)    SBMTS 

(2)   

(3)  

WGS84  
Con.1 (38.34073N 141.12196E) Con.2 (38.34076N 141.12168E) 

St.1 St.1-1 (38.33943N 141.12155E) St.1-2 (38.33940N 141.12143E) 

St.2 St.2-1 (38.33695N 141.12311E) St.2-2 (38.33698N 141.12305E) 

(4)  2013  12 5  

(5)     

   

           

   

               

              

(6)   

(7)  ■ 10°C 

■ Con.1 & Con.2

 -0.6 -0.7 C.D.L.m

2012  

■ St.1 St.1-1 & St.1-2 2005 11 7

2012

St.1-1

 

■ St.2 St.2-1 & St.2-2 St.1

2012 2

St.2-1

2012

 

2012 0.1 0.3m
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(8) 

 

 

22 m2

1

2000 2 7

3 2012 2013

3-14  

2012 + 20%

2013 Con.1 Con.2 27.0 ± 15.5%

33.0 ± 19.2% 3-20

0.2 ha

2

3  

St.1 St.2 2012

2

St.1-1 St.2-1 0.8 ± 

2.4% 1.3 ± 2.8%

3-14 3-20 2012

2013 St.1-1 St.2-1

St.1-1

 

 
1 . Vol.36 (A), No.2, 49-52, 2013. 
2 . 2011.3.11   

 . pp.367 . 
3 . Vol.42 (9), 558-563, 2013. 

(9) 
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3-14   
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3.1.3.  

1)  

(1)    ABSNR 

(2)   

(3) 

WGS84  

39.4765N  142.0086E 

275° 

(4)  2013 10 8  

(5)   

 

   

(6)  
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2)  

(1)    ABONG  

(2)   

(3) 

WGS84  
38.4375N  141.4573E 

110° 

(4)  2013 8 7  

(5)   

 

 

  

(6)  2007
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3) 北茨城市地先沿岸（五浦海岸） 

(1) サイト名 北茨城市地先沿岸（五浦海岸） 略号 ABKTI 

(2) 調査地の所在 茨城県北茨城市 

(3) 緯度・経度

（WGS84） 

ライン起点：36.8326N 、 140.8034E 

ライン方角：60° （昨年度は 75°で実施） 

(4) 調査年月日 2013 年 7 月 31 日 

(5) 調査者氏名 調査代表者：田中次郎（東京海洋大学） 

調査者：田中次郎（東京海洋大学）、倉島彰（三重大学）、大島宗明、小玉

志穂子（ダイビングショップアリエル） 

調査協力者：  

(6) 環境の概要 奥行き 300m ほどの入り江となる内湾ではあるが、海水の流入出の多い場

所で、砂泥質の岩塊が水面上にいくつか突き出ている。湾の南岸は切り立

った崖であり海にそのまま落ち込んでいる。 

湾全体の底質として、岩盤上に小礫および巨礫が点在する。さらに砂も

しくは砂利も相当量混じっており、打ち寄せる波で透明度が悪くなりやす

い基質環境である。 

湾の奥の北岸の崖の下には消波ブロックが敷き詰められている。打ち上

げ海藻が集まる場所といえる。 

 

(7) 藻場の概要・

特徴（震災前後

の比較を含む） 

 アラメ、ワカメおよびガラモの混成する藻場である（表 3-17）。 

 定性（ライン）調査（図 3-25）：コンブ類はアラメ、ワカメ、ガラモ場構

成種としてはアズマネジモクである。 

下草は関東地方の定番ともいえるフサカニノテなどのサンゴモ類、マク

サ、オバクサなどのテングサ類、タンバノリ、ハリガネ、ユカリがあげら

れる。海草として岩礁性のスガモ群落が見られる。 

 定性（方形枠）調査（図 3-26）：今年度（2013）は、基点より 60 度方向

に 30m の地点に方形枠を設けた。アラメが 50％で、残りは下草のマクサ、

オバクサであった。 

 昨年度（2012）と同様の海藻相の状況であった。 

(8) その他特記事

項 

前年と比べると調査当日は波浪が少なく、透明度も高かったため調査の

精度は高かった。ライン幅を広く観察することができた。 

 

 



 

【藻場】 

133 

 

調査地の地図 

 

スケールは 500m を表す。 

●は、生態系監視調査（2012、2013）による調査地で、円内に調査地点がある。 

■は、第 7 回基礎調査（藻場調査）（2005）による調査地点を表す。 

 

調査年 
●2012、2013年 
■2005年 
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調査地の景観、生物写真 

 

基点から終点の小島を臨む基点 

 

終点 

 

方形枠付近の褐藻アラメ 

 

ライン上の褐藻アズマネジモク 

（水深 2ｍ付近） 

 

ライン上の褐藻ワカメ（水深 2ｍ付近） 

 

ライン上の褐藻スガモ（水深 2ｍ付近） 
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紅藻フダラク（水深 2ｍ付近） 

 

紅藻マクサとフサカニノテ（水深 3ｍ付近） 

 

紅藻ハリガネとタンバノリ（水深 1ｍ付近） 

 

緑藻フサイワズタ（水深 3ｍ付近） 

写真撮影：田中次郎 
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起点からの距離(m)

年度

アラメ
ワカメ

アズマネジモク
フサイワズタ
フサカニノテ
マクサ・オバクサ
タンバノリ
ユカリ
スガモ
ハリガネ
ツノマタ

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

◯

◯

○

○ ○ ○ ○ ○ ○◯

砂
岩盤、

砂

岩盤、

岩塊
砂 砂

○

◯

◯ ◯ ◯

◯

2013 2012 2013

底質※

2013 2012 2013 2012 2013 20122013 2012 2013 2012 2013 2012

50~60 60~70 70~80 80~90 90~100

2012 2013 2012 2013 2012

岩盤、

巨礫、

大礫

岩盤、

砂

岩盤、

砂

岩盤と

大礫の

境界

岩盤

<10 10~20 20~30 30~40 40~50

岩盤と

砂の

境界

岩盤

◯

◯ ◯ ◯

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯

岩盤

（砂か

ぶり）

巨礫、

砂
岩盤 岩盤 岩盤

◯ ◯

◯ ◯ ○ ○

○ ○ ○

◯

○◯ ◯

○ ○◯

※岩盤：露出した地殻の一部、岩塊：等身大以上の大きな石、巨礫：人頭大～等身大、大礫：拳大～人頭大、小礫：米粒大～拳大、砂：肉眼で認識可能
な粒子～米粒大、泥：肉眼では粒子が認識不可能な状態

○

-2.5 

-2.0 

-1.5 

-1.0 

-0.5 

0.0 

0.5 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

水
深
（

C
.D

.L
. m
）

調査ライン起点からの距離（m）

2012

2013

表 3-17 北茨城市地先沿岸（五浦）出現種リスト 

2005 2012 2013

緑色植物門 緑藻綱 シオグサ目 シオグサ科 アサミドリシオグサ Cladophora sakaii □

緑色植物門 緑藻綱 イワズタ目 イワズタ科 フサイワズタ Caulerpa okamurae □ ○

黄色植物門 褐藻綱 アミジグサ目 アミジグサ科 サナダグサ Pachydictyon coriaceum □

黄色植物門 褐藻綱 コンブ目 チガイソ科 ワカメ Undaria pinnatifida □ ○ ○

黄色植物門 褐藻綱 コンブ目 カジメ科 アラメ Eisenia bicyclis ◎ ◎

黄色植物門 褐藻綱 ヒバマタ目 ホンダワラ科 オオバモク Sargassum ringgoldianum □

黄色植物門 褐藻綱 ヒバマタ目 ホンダワラ科 アズマネジモク Sargassum yamadae □ ○ ○

紅色植物門 紅藻綱 サンゴモ目 サンゴモ科 フサカニノテ Marginisporum aberrans □ ○ ◎

紅色植物門 紅藻綱 テングサ目 テングサ科 マクサ Gelidium elegans ○ ◎

紅色植物門 紅藻綱 テングサ目 テングサ科 マクサ Gelidium elegans □

紅色植物門 紅藻綱 テングサ目 テングサ科 オバクサ Pterocladiella tenuis ○

紅色植物門 紅藻綱 スギノリ目 スギノリ科 ツノマタ Chondrus ocellatus ○

紅色植物門 紅藻綱 スギノリ目 ムカデノリ科 ツノムカデ Prionitis cornea ●

紅色植物門 紅藻綱 スギノリ目 ムカデノリ科 タンバノリ Grateloupia elliptica ○ ◎

紅色植物門 紅藻綱 スギノリ目 オキツノリ科 ハリガネ Ahnfeltiopsis paradoxa ○

紅色植物門 紅藻綱 スギノリ目 ユカリ科 ユカリ Plocamium telfairiae ○ ◎

被子植物門 単子葉植物綱 オモダカ目 シオニラ科 スガモ Phyllospadix japonica ○ ○

門 網 目 科 種名（和名） 学名
北茨城市地先沿岸（五浦）

 

2005：第 7回基礎調査（藻場調査）、2012：平成 24年度東北地方太平洋沿岸地域自然環境調査、2013：本調査の結果 

□：第 7回基礎調査（藻場調査）出現種、○：定性（ライン）調査の確認種、●：定量（方形枠）調査の確認種、◎：定性・定量調査の両方での
確認種 

 

図 3-25 2012 年と 2013 年の北茨城市地先沿岸（五浦）における、調査ライン起点からの距離

（m）に対する、水深勾配及び底質、出現種の関係。繁茂している藻場を終点とした

ため、起点からのラインの角度が 2012 年（75°）と 2013 年（60°）では異なる。 

 



 

【藻場】 
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図 3-26 2012 年と 2013 年の北茨城市地先沿岸（五浦）の定量（方形枠）調査で観察された各方形

枠の優占種の被度の経年変化。 
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3.2． 生態系毎のとりまとめ 

 

東北地方太平洋沿岸域にみられる干潟やアマモ場、藻場、海鳥繁殖地の各生態系の個々

の場所（サイト）は、その立地場所の地理的な位置や、立地する湾の形状、震源からの距

離などによって津波等によって影響が異なっている。 

ここでは、前節（3.1）でまとめた各調査サイトの結果を踏まえ、震災前に行われた調査

（第 7 回自然環境保全基礎調査浅海域生態系調査の干潟調査と藻場調査、モニタリングサ

イト 1000 海鳥調査）と平成 24 年度業務の結果を活用して、（1）干潟、（2）アマモ場・藻

場、（3）海鳥繁殖地の生態系毎に、生物の生息環境や生物群集等の状況を整理した。 

 

3.2.1. 干潟 

 

 本業務の調査対象とした 8箇所および、モニタリングサイト 1000の松川浦サイトを含む

9箇所の干潟について、震災前に実施されていた第 7回基礎調査（干潟調査）の結果を踏ま

え、震災前後及び震災後以降（平成 24年度調査及び本調査の調査結果の比較）の変化状況

について下表（表 3-30）に整理した。 

 

各サイトの調査結果から、本調査の対象地の干潟のうち、一部では、震災以前にみられ

ていた種が、依然として確認できないサイトがあるものの、全体的には、震災直後に比べ

ると、干潟環境は安定してきており、各サイトの干潟に出現するベントスの種数が増えて

きていることがわかった。これはベントスの幼生分散が良好であるためだと考えられた。

また、各サイトの干潟では、出現種の回復は進んでいるが、個体数密度は低いため、回復

にはもう少し時間がかかると考えられた。さらに、震災前と比べて優占種の組成にも変動

がみられることから、底生生物相を含め、変化を引き続き調査する必要があると考えられ

る。 

なお、各サイトの震災前後での状況は以下のとおりである。 

 

 津軽石川河口では、個体数は以前に比べるとまだ少ないものの、出現種数は震災前に近

づきつつある。種構成は震災前に類似しているが、ホシムシやスゴカイイソメなど、も

ともと数が少なかった種類が見られなくなってきている。 

 織笠川河口干潟では、震災直後よりもベントスの個体数が増え、出現種数も増えつつあ
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る。種構成は以前と類似しているが、以前は多く見られたスナモグリや干潟に生息する

ハゼ類が認められない。道路の嵩上げ工事等で、干潟がさらに狭くなりつつある。 

 鵜住居川河口干潟では、イトメやアリアケモドキが優占する貧鹹水域のヨシ原・泥干潟

は減少したが、塩分がやや高く、種多様性の高い生態系が新しく出来た干潟域を中心に

発達しつつある。また、新しい河口からやや上流部に貧鹹水域のヨシ原・泥干潟が発達

しつつある。 

 小友浦では、かつて干拓地であったところが礫底の干潟となり、豊かな生態系が発達し

つつある。また、周囲にヨシ原が発達してきており、アシハラガニの分布北限に近い健

全な個体群が認められる。 

 万石浦では、地盤沈下のために干潟面積が大きく減じたものの、新たに干潟になったと

ころもあり、種多様性が高く、ベントスの貴重な生息場所となっている。  

 松島湾では、ベントスの種数の回復は順調であるが、周辺工事の影響が危惧される。な

お、イボウミニナは震災後も確認されている。マツシマカワザンショウ、ユウシオガイ

やツバサゴカイが出現するなど希少な種類の生息場所となっている。 

 井土浦では全体として出現種数が増加していた。干潟環境が安定してきた（砂の堆積場

所が動かされることが少なくなった）ためと考えられ、種の着底が妨げられるようなこ

とが少なくなったのではないかと考えられる。 

 鳥の海ではベントスの種数は回復傾向にある。また、本サイトではニホンスナモグリが

確認されており、震災後に復活しているところが少ないなか、鳥の海は、ニホンスナモ

グリの貴重な生息場所と考えられる。 
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る

よ
う

な
こ

と
が

少
な

く
な

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
考

え
ら

れ
る

鳥
の

海
・
潟

湖
干

潟
・
ほ

と
ん

ど
が

砂
質

・
ヨ

シ
原

が
発

達
（
護

岸
を

除
く
）

底
質

の
変

化
や

、
ヨ

シ
原

の
消

失
・
枯

死
等

の
影

響
が

比
較

的
大

（
中

）

イ
ソ

シ
ジ

ミ
、

サ
ビ

シ
ラ

ト
リ

、
ソ

ト
オ

リ
ガ

イ
、

ニ
ホ

ン
ス

ナ
モ

グ
リ

、
イ

ト
ゴ

カ
イ

類
が

優
占

す
る

汽
水

性
の

干
潟

ベ
ン

ト
ス

の
種

数
は

回
復

傾
向

に
あ

り
、

ニ
ホ

ン
ス

ナ
モ

グ
リ

は
震

災
後

に
復

活
し

て
い

る
と

こ
ろ

が
少

な
い

な
か

で
、

鳥
の

海
は

貴
重

な
生

息
場

所
と

考
え

ら
れ

る

井
土

浦

・
潟

湖
干

潟
・
名

取
川

河
口

部
は

砂
質

・
中

央
部

・
奥

部
の

干
潟

は
泥

質
・
潟

の
周

囲
一

帯
は

ヨ
シ

原

底
質

の
変

化
や

、
ヨ

シ
原

の
消

失
・
枯

死
等

の
影

響
が

比
較

的
大

（
中

）

松
島

湾

湾
口

部
の

宮
戸

島
に

立
地

す
る

前
浜

干
潟

（
波

津
々

浦
）
は

地
盤

沈
下

に
よ

リ
水

没
、

ア
マ

モ
場

は
消

失
（
中

）
。

湾
奥

部
の

櫃
ケ

浦
は

津
波

の
影

響
は

軽
微

、
ヨ

シ
原

の
一

部
は

枯
死

（
小

）

小
友

浦
・
1
9
5
0
年

代
後

半
ま

で
は

ア
マ

モ
場

を
伴

っ
た

干
潟

・
近

年
は

遊
休

地

・
仮

堤
防

が
設

置
さ

れ
た

場
所

ま
で

が
感

潮
域

・
底

質
は

転
石

、
礫

を
伴

っ
た

砂
泥

底

・
内

湾
岸

辺
に

前
浜

状
に

発
達

・
砂

質
な

い
し

は
砂

泥
質

・
植

生
は

ほ
と

ん
ど

な
い

地
盤

沈
下

（
約

8
0
c
m

）
で

従
来

の
干

潟
が

干
出

し
な

く
な

り
、

潮
上

帯
で

あ
っ

た
場

所
が

海
水

で
覆

わ
れ

る
よ

う
に

な
る

等
（
大

）

仙
台

湾
沿

岸
域

の
干

潟
の

中
で

最
も

多
く
の

種
類

が
確

認
で

き
た

鵜
住

居
川

・
河

口
干

潟
・
河

口
付

近
は

主
に

砂
・
中

・
上

流
で

砂
泥

、
泥

・
周

辺
に

ヨ
シ

原

地
盤

沈
下

と
津

波
の

影
響

で
干

潟
の

水
没

や
形

状
の

変
化

が
生

じ
、

津
波

に
よ

る
底

質
の

変
化

や
ヨ

シ
原

等
の

周
辺

植
生

の
消

滅
（
大

）

・
河

口
部

に
砂

州
が

で
き

、
海

と
の

連
結

が
断

た
れ

、
新

し
い

河
口

が
で

き
た

・
C

エ
リ

ア
上

流
域

に
ヨ

シ
原

が
発

達
、

ヨ
シ

原
周

囲
に

泥
干

潟
が

形
成

貧
鹹

水
域

の
干

潟
と

し
て

、
多

毛
類

の
イ

ト
メ

や
甲

殻
類

の
ア

リ
ア

ケ
モ

ド
キ

が
多

く
確

認
さ

れ
て

い
た

イ
ト

メ
や

ア
リ

ア
ケ

モ
ド

キ
が

優
先

す
る

貧
鹹

水
域

の
ヨ

シ
原

・
泥

干
潟

は
減

少
し

た
が

、
塩

分
が

や
や

高
く
、

種
多

様
性

の
高

い
生

態
系

が
新

し
く
出

来
た

干
潟

域
を

中
心

に
発

達
し

つ
つ

あ
る

。

織
笠

川
河

口

・
河

口
干

潟
・
砂

泥
質

、
砂

質
、

礫
混

じ
り

・
右

岸
側

に
ア

マ
モ

場
・
左

岸
上

流
部

に
若

干
の

ヨ
シ

地
盤

沈
下

と
津

波
の

影
響

で
干

潟
の

水
没

や
形

状
の

変
化

が
生

じ
、

津
波

に
よ

る
底

質
の

変
化

や
ヨ

シ
原

等
の

周
辺

植
生

の
消

滅
（
大

）

地
形

は
、

2
0
1
2
年

と
基

本
的

に
は

変
わ

っ
て

い
な

い

特
徴

的
な

十
脚

甲
殻

類
と

し
て

は
、

ニ
ホ

ン
ス

ナ
モ

グ
リ

、
ハ

ル
マ

ン
ス

ナ
モ

グ
リ

、
ア

ナ
ジ

ャ
コ

お
よ

び
ヨ

コ
ヤ

ア
ナ

ジ
ャ

コ
で

あ
っ

た

以
前

多
く
見

ら
れ

た
種

で
一

部
み

ら
れ

な
い

も
の

も
い

る
が

、
震

災
直

後
よ

り
も

ベ
ン

ト
ス

の
個

体
数

が
増

え
、

出
現

種
数

も
増

え
つ

つ
あ

る

津
軽

石
川

河
口

地
盤

沈
下

と
津

波
の

影
響

で
干

潟
の

水
没

や
形

状
の

変
化

が
生

じ
、

津
波

に
よ

る
底

質
の

変
化

や
ヨ

シ
原

等
の

周
辺

植
生

の
消

滅

（
中

※
4
）

二
枚

貝
、

特
に

ソ
ト

オ
リ

ガ
イ

や
オ

オ
ノ

ガ
イ

が
多

く
認

め
ら

れ
、

他
に

は
多

毛
綱

の
コ

ケ
ゴ

カ
イ

、
腹

足
綱

で
は

ホ
ソ

ウ
ミ

ニ
ナ

が
多

か
っ

た

・
地

形
は

2
0
1
2
年

か
ら

基
本

的
に

変
化

し
て

い
な

い
（
A

、
B

エ
リ

ア
）

・
C

エ
リ

ア
の

地
形

は
自

然
、

や
人

為
的

な
影

響
を

受
け

、
変

化

・
河

口
干

潟
・
砂

泥
質

、
砂

質
、

礫
ま

じ
り

、
礫

・
上

流
部

に
若

干
の

塩
性

湿
地

サ
イ

ト
震

災
前

※
1

2
0
1
3

2
0
1
2

※
2

震
災

前
※

1
震

災
前

後
生

態
系

の
状

況

一
部

で
は

震
災

以
前

に
み

ら
れ

た
種

が
依

然
と

し
て

確
認

で
き

な
い

サ
イ

ト
も

 あ
る

も
の

の
、

全
体

的
に

は
震

災
直

後
に

比
べ

る
と

干
潟

環
境

も
戻

っ
て

き
て

お
り

、
種

数
が

増
え

て
き

て
い

る
。

種
数

の
回

復
は

進
ん

で
い

る
が

、
密

度
の

回
復

に
は

ま
だ

ま
だ

時
間

が
必

要
で

あ
り

、
今

後
の

継
続

し
た

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

が
必

要

生
息

環
境

震
災

後
の

変
化

状
況

底
生

生
物

個
体

数
は

以
前

に
比

べ
る

と
ま

だ
少

な
い

も
の

の
、

出
現

種
数

は
震

災
前

に
近

づ
き

つ
つ

あ
る

。
種

構
成

は
震

災
前

に
類

似
し

て
い

る
が

、
も

と
も

と
数

が
少

な
か

っ
た

種
類

が
見

ら
れ

な
い

震
災

後
の

変
化

状
況

※
3

か
つ

て
干

拓
地

で
あ

っ
た

と
こ

ろ
が

礫
底

の
干

潟
と

な
り

、
豊

か
な

生
態

系
が

発
達

し
つ

つ
あ

る
。

ま
た

、
周

囲
に

ヨ
シ

原
が

発
達

し
て

き
て

お
り

、
ア

シ
ハ

ラ
ガ

ニ
の

分
布

北
限

に
近

い
健

全
な

個
体

群
が

認
め

ら
れ

る

※
1
：
第

7
回

基
礎

調
査

（
干

潟
調

査
）
、

※
2

平
成

2
4

年
度

調
査

結
果

、
※

3
第

7
回

基
礎

調
査

（
干

潟
調

査
）
と

生
態

系
監

視
調

査
（

2
0

1
2
、

2
0

1
3
）
で

は
、

調
査

方
法

が
異

な
る

、
※

4
 
鈴

木
(2

0
1
1

) 
を

も
と

に
設

定
し

た
 

津
波

・
地

震
に

よ
る

干
潟

の
攪

乱
の

程
度

区
分

、
 

※
5

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

サ
イ

ト
1

0
0

0
沿

岸
域

調
査

干
潟

調
査

結

186

tinoue
長方形
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3.2.2. アマモ場・藻場 

本業務で調査を実施した 4箇所のアマモ場および 4箇所の藻場、モニタリングサイト 1000

の大槌サイト（アマモ場）、志津川サイト（藻場）を含むアマモ場・藻場について、震災前

に実施されていた第 7 回基礎調査（藻場調査）の結果を踏まえ、震災前後及び震災後以降

（平成 24年度調査及び本調査の調査結果の比較）の状況について下表（表 3-31）に整理し

た。 

＜アマモ場＞ 

 震災前の第 7 回基礎調査（藻場調査）と比べると、調査サイトのアマモ類は全体的に

減少しており、アマモ類の密度が低い状態となっている。一方で、若干ではあるがア

マモ類の回復傾向もみられている。今後は、回復状況を把握するためにも継続して調

査を実施する必要があると考えられる。

山田湾では、震災の影響を受けた湾南東部では、依然としてアマモの密度の低い状

態である。一方、震災の影響を受けなかった湾北部・中央部では、ウニの大量発

生により、アマモ場が著しく減少している。 

大槌湾では、震災前に比べるとアマモ植生はほとんど消失し、スゲアマモ、アマモ

ともに密度の低い状態で確認されている。 

広田湾では、高田松原側では密度が低く、全体的にアマモ、タチアマモの密度は低

い状態が続いている。 

万石浦、松島湾では、震災前に比べるとアマモ場は減少しているが、若干の回復傾

向がみられる。 

＜藻場＞ 

 藻場では、震災前と比べると、藻場の被度は減少傾向ではあるが、全体的にみると、

概ね藻場群落は回復している傾向がみられる。ただし、周辺環境の状況によっては、

今後、藻場群落が変化する可能性もあることから、引き続きモニタリングを実施して

いく必要があると考えられる。

三陸海岸（山田湾）では、震災前に比べると藻場の被度は減少傾向であるが、海藻

群落の規模は年々変化している状況である。 

志津川では、震災直後の藻場の被度では減少傾向がみられたが、その後、回復して
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いる傾向にある。また、定量調査の定点である限界深度付近に形成されていたア

ラメ群落の衰退が観察されている（平成 25年度モニタリングサイト 1000藻場調

査結果）。 

女川湾の潜在植生はワカメ場で、外洋はコンブ場である。震災によって防波堤が壊

れ、外洋と面するようになったため、現在、調査地点周辺は、良好なコンブ場と

なっている。 

北茨城市地先沿岸（五浦）では、震災前の第 7 回基礎調査（藻場調査）と同様に

ワカメ場、ガラモ場が広く残っている状況である。 

那珂湊地先沿岸（大洗）では、震災前の第 7 回基礎調査（藻場調査）と同様にア

ラメ場が広く残っている状況である。
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表
3

-3
1
 
本
調
査
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト

1
0
0
0
で
調
査
し
た

1
0
箇
所
の
ア
マ
モ
場
、
藻
場
の
変
化
状
況

 

震
災

前
の

状
況

第
7
回

自
然

環
境

保
全

基
礎

調
査

（
2
0
0
2
年

～
2
0
0
7
年

）
2
0
1
2
年

※
1

2
0
1
3
年

変
化

傾
向

※
2

山
田

湾
・
ス

ゲ
ア

マ
モ

と
ア

マ
モ

の
2
種

が
混

生
す

る
大

群
落

・
約

4
0
c
m

地
盤

沈
下

・
湾

北
部

・
中

央
部

は
、

震
災

前
と

同
様

に
密

生
・
湾

南
東

部
は

分
布

面
積

が
狭

く
、

密
度

も
低

い

・
湾

北
部

・
中

央
部

で
は

、
ア

マ
モ

場
が

著
し

く
減

衰
（
ウ

ニ
の

大
量

発
生

に
よ

る
過

剰
摂

食
の

た
め

と
考

え
ら

れ
る

）
・
湾

南
東

部
は

2
0
1
2
年

と
同

様
に

密
度

が
低

い

震
災

の
影

響
を

受
け

た
湾

南
東

部
で

は
、

依
然

と
し

て
密

度
の

低
い

状
態

で
あ

る

大
槌

※
3

（
船

越
湾

、
大

槌
湾

）

・
船

越
湾

は
、

ア
マ

モ
、

タ
チ

ア
マ

モ
、

オ
オ

ア
マ

モ
、

ス
ゲ

ア
マ

モ
、

ス
ガ

モ
の

5
種

が
出

現
・
大

槌
湾

は
、

小
規

模
な

ア
マ

モ
場

が
点

在

・
両

湾
と

も
大

部
分

が
底

質
ご

と
消

失
・
ア

マ
モ

、
タ

チ
ア

マ
モ

、
オ

オ
ア

マ
モ

の
実

生
や

、
ス

ゲ
ア

マ
モ

の
一

部
残

存
も

確
認

さ
れ

た
が

、
被

度
は

ほ
ぼ

0
％

・
両

湾
と

も
密

度
は

低
い

が
ア

マ
モ

類
は

確
認

さ
れ

て
い

る
・
大

槌
湾

の
一

部
に

ス
ゲ

ア
マ

モ
植

生
が

残
存

し
て

い
る

震
災

前
に

比
べ

る
と

ア
マ

モ
植

生
は

ほ
と

ん
ど

消
失

し
、

密
度

の
低

い
状

態
で

あ
る

広
田

湾
・
三

陸
最

大
規

模
の

ア
マ

モ
場

が
報

告
さ

れ
た

・
ア

マ
モ

（
浅

場
）
と

タ
チ

ア
マ

モ
（
深

場
）
の

2
種

が
分

布
・
水

深
3
m

を
境

に
両

種
の

境
界

が
比

較
的

明
瞭

・
約

6
0
～

8
0
c
m

地
盤

沈
下

・
両

者
の

分
布

域
境

界
深

度
が

不
明

瞭
に

な
っ

た

・
高

田
松

原
側

で
は

依
然

と
し

て
ア

マ
モ

類
の

密
度

が
低

い
状

況
・
米

崎
沖

、
両

替
沖

で
も

若
干

減
少

傾
向

で
あ

っ
た

ア
マ

モ
類

の
密

度
が

低
い

状
態

が
続

い
て

い
る

状
況

万
石

浦
・
ア

マ
モ

１
種

が
生

育
・
黒

島
西

部
の

岸
付

近
か

ら
約

1
0
0
m

沖
ま

で
ア

マ
モ

の
分

布
を

確
認

・
約

9
0
c
m

地
盤

沈
下

。
以

前
よ

り
も

軟
泥

が
集

積
・
黒

島
西

部
で

ア
マ

モ
群

落
が

大
幅

に
消

失
・
岸

か
ら

約
4
0
m

沖
側

周
辺

で
草

体
の

成
育

を
確

認
・
中

央
部

で
は

、
大

き
な

ア
マ

モ
場

群
落

を
観

察

・
岸

と
4
0
ｍ

、
7
5
ｍ

、
9
0
ｍ

沖
側

周
辺

で
ア

マ
モ

が
点

在
・
ア

マ
モ

栄
養

株
密

度
は

0
株

/
0
.2

5
㎡

（
2
0
1
2
）
か

ら
0
.3

±
0
.6

株
/
0
.2

5
㎡

（
2
0
1
3
）
と

な
っ

た

震
災

前
に

比
べ

る
と

ア
マ

モ
場

は
減

少
し

て
い

る
が

、
沖

側
の

い
く
つ

か
の

地
点

で
ア

マ
モ

が
点

生
し

て
お

り
、

若
干

と
は

な
る

が
、

群
落

回
復

の
兆

し
が

み
ら

れ
る

松
島

湾
（
寒

風
沢

島
）

・
ア

マ
モ

１
種

が
生

育
・
ア

マ
モ

地
下

部
の

著
し

い
衰

退
が

認
め

ら
れ

、
底

質
環

境
の

悪
化

や
透

明
度

の
低

下
を

推
察

・
約

1
m

地
盤

沈
下

・
湾

口
部

に
小

規
模

に
残

存
。

湾
奥

部
で

は
消

失
・
松

島
湾

全
体

で
、

震
災

前
は

約
2
2
万

㎡
の

ア
マ

モ
場

が
、

震
災

後
に

激
減

し
た

と
報

告
さ

れ
て

い
る

・
湾

口
部

で
は

ア
マ

モ
の

分
布

域
が

拡
大

・
湾

奥
部

で
は

、
点

在
で

は
あ

る
が

、
ア

マ
モ

群
落

が
確

認
さ

れ
た

震
災

前
に

比
べ

る
と

ア
マ

モ
場

は
減

少
し

て
い

る
が

、
若

干
の

回
復

傾
向

が
み

ら
れ

る

三
陸

海
岸

（
山

田
湾

）

・
深

場
は

マ
コ

ン
ブ

が
優

占
す

る
コ

ン
ブ

場
・
浅

所
に

は
ス

ジ
メ

・
一

年
生

の
海

藻
は

付
着

部
を

残
し

枯
れ

始
め

・
8
月

に
調

査
（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

・
季

節
的

に
ス

ジ
メ

は
無

く
、

マ
コ

ン
ブ

も
上

部
が

脱
落

・
マ

コ
ン

ブ
群

落
は

浅
所

で
被

度
7
0
％

・
1
0
月

に
調

査
（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

・
マ

コ
ン

ブ
が

優
占

、
ガ

ラ
モ

場
（
ト

ゲ
モ

ク
な

ど
）
も

あ
る

・
マ

コ
ン

ブ
群

落
は

浅
所

で
被

度
9
0
%

・
1
0
月

に
調

査
（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

震
災

前
に

比
べ

る
と

減
少

傾
向

で
あ

る
が

、
海

藻
群

落
の

規
模

は
年

々
変

化
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

志
津

川
※

３
・
ア

ラ
メ

を
主

体
と

し
た

群
落

・
周

辺
に

マ
コ

ン
ブ

群
落

が
見

ら
れ

る
場

所
も

あ
る

・
6
月

に
調

査

・
震

災
直

後
は

群
落

景
観

に
大

き
な

変
化

は
な

か
っ

た
・
2
0
1
2
年

に
は

ワ
カ

メ
の

著
し

い
繁

茂
が

み
ら

れ
た

・
6
月

に
調

査

・
ア

ラ
メ

（
永

久
方

形
枠

）
が

著
し

く
衰

退
し

た
・
2
0
1
2
年

に
繁

茂
し

て
い

た
ワ

カ
メ

が
観

察
さ

れ
な

か
っ

た
・
6
月

に
調

査

震
災

直
後

は
減

少
傾

向
が

み
ら

れ
た

が
、

そ
の

後
、

回
復

し
て

い
る

傾
向

に
あ

る
。

ま
た

、
限

界
深

度
付

近
に

形
成

さ
れ

て
い

た
ア

ラ
メ

群
落

の
衰

退
が

観
察

さ
れ

て
い

る

女
川

湾

・
従

来
は

コ
ン

ブ
場

も
し

く
は

ワ
カ

メ
場

・
大

型
褐

藻
類

は
ほ

と
ん

ど
な

く
、

小
型

紅
藻

類
が

数
種

優
占

（
水

温
が

例
年

よ
り

高
か

っ
た

）
・
3
月

に
調

査
（
海

藻
が

生
え

揃
う

時
期

）

・
浅

場
は

紅
藻

ベ
ニ

ス
ナ

ゴ
が

優
占

、
大

型
褐

藻
マ

コ
ン

ブ
が

混
成

・
深

場
は

ア
カ

モ
ク

、
ワ

カ
メ

が
優

占
（
岸

か
ら

7
3
m

付
近

で
ワ

カ
メ

被
度

3
5
%
）

・
8
月

に
調

査
（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

・
マ

コ
ン

ブ
と

ワ
カ

メ
の

混
成

藻
場

・
浅

場
に

成
育

す
る

マ
コ

ン
ブ

は
2
0
1
2
年

以
上

で
あ

っ
た

・
8
月

に
調

査
（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

震
災

に
よ

っ
て

防
波

堤
が

壊
れ

、
外

洋
と

面
す

る
よ

う
に

な
っ

た
た

め
、

現
在

、
調

査
地

点
周

辺
は

、
コ

ン
ブ

場
と

な
っ

て
い

る

北
茨

城
市

地
先

沿
岸

（
五

浦
）

・
ワ

カ
メ

場
・
ガ

ラ
モ

場
（
オ

オ
バ

モ
ク

、
ア

ズ
マ

ネ
ジ

モ
ク

）
・
8
月

に
調

査
（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

・
ア

ラ
メ

、
ワ

カ
メ

及
び

ガ
ラ

モ
（
ア

ズ
マ

ネ
ジ

モ
ク

）
が

混
生

・
8
月

に
調

査
（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

・
2
0
1
2
年

と
同

様
の

ガ
ラ

モ
場

が
み

ら
れ

た
・
7
月

末
に

調
査

（
大

型
褐

藻
類

の
衰

退
時

期
）

震
災

前
と

同
様

に
ワ

カ
メ

場
、

ガ
ラ

モ
場

が
広

が
る

海
藻

相

那
珂

湊
地

先
沿

岸
（
大

洗
）

・
ア

ラ
メ

場
、

オ
オ

バ
モ

ク
な

ど
も

目
立

つ
・
8
月

に
調

査
（
ア

ラ
メ

群
落

の
最

盛
期

）

・
ア

ラ
メ

群
落

は
広

く
極

め
て

良
い

・
ア

ラ
メ

、
ワ

カ
メ

の
成

育
が

多
い

・
7
月

末
に

調
査

震
災

前
と

同
様

に
広

範
囲

で
ア

ラ
メ

の
成

育
を

確
認

震
災

後
の

変
化

状
況

ア マ モ 場 藻 場

生
態

系
の

状
況

震
災

前
後

 震
災

前
に

比
べ

る
と

、
調

査
サ

イ
ト

の
ア

マ
モ

類
は

全
体

的
に

減
少

し
、

密
度

は
低

い
状

態
と

な
っ

て
い

る
が

、
一

方
で

、
若

干
で

は
あ

る
が

回
復

傾
向

も
み

ら
れ

て
い

る
。

今
後

は
、

回
復

状
況

を
把

握
す

る
た

め
に

も
継

続
し

て
調

査
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る

震
災

前
に

比
べ

る
と

、
減

少
傾

向
で

は
あ

る
が

、
全

体
的

に
み

る
と

、
概

ね
藻

場
群

落
は

回
復

し
て

い
る

傾
向

が
み

ら
れ

る
。

た
だ

し
、

周
辺

環
境

の
状

況
に

よ
っ

て
は

、
今

後
、

藻
場

群
落

が
変

化
す

る
可

能
性

も
あ

る

サ
イ

ト
名

※
1

平
成

2
4

年
度

東
北

地
方

太
平

洋
沿

岸
自

然
環

境
調

査
等

業
務

、
※

2
各

サ
イ

ト
に

お
け

る
海

草
・
藻

場
被

度
の

震
災

後
の

変
化

傾
向

 
増

加
 

変
化

な
し

 
減

少
、

※
３

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

サ
イ

ト
1

0
0

0
調

査
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tinoue
長方形
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3.2.3. 海鳥繁殖地 

本業務で調査を実施した 3箇所（蕪島、三貫島、足島）および、モニタリングサイト 1000

で調査を実施した日出島サイトを含む海鳥繁殖地について、震災前に実施されていたモニタ

リングサイト 1000海鳥調査の結果を踏まえ、震災前後及び震災後以降（平成 24年度調査及

び本調査の調査結果の比較）の変化状況について表 3-32に整理した。 

各調査サイトの状況から、本調査の対象の海鳥繁殖地では、地震及び津波による海鳥類へ

の直接的な影響については不明であった。ただし、各サイトにおいて、土壌流出、植生の変

化等が観察されている。この土壌流出や植生の変化等は、今後、海鳥類の繁殖を妨げる可能

性もあることから、引き続き生息環境の状況も含め、継続的な調査を行っていく必要がある

と考えられた。 

なお、各サイトでの震災前後の状況は以下のとおりである。 

 蕪島では、津波により裸地化した場所の植物は回復したが、植生の構成種が変化してお

り、ウミネコの繁殖に影響を及ぼすセイヨウナタネの増加が懸念される。

 日出島では、地震及び津波による土壌流出の海鳥類への直接的な影響は不明な状況だが、

オオミズナギドリの巣穴数は震災後以降、減少傾向であった。なお、島の一部で樹木及

び草本への塩害が認められている。

 三貫島では、津波及び崖崩れによる島西端のウミツバメ営巣地は崩壊し、ウミツバメ類

（コシジロウミツバメ、クロコシジロウミツバメ、ヒメクロウミツバメ）の放鳥数が種

及び数の両方が減少している状況である。三貫島は、3種のウミツバメ類が同所的に繁

殖する国内唯一の場所であるが、ウミツバメ類の繁殖環境は消失したままで十分に回復

していないため、今後も継続して調査を実施する必要があると考えられる。

 足島では、地震及び津波の海鳥類への影響は少ないと考えられるが、島の一部で樹木及

び草本への塩害が確認されており、今後も植生の推移について一定期間の経過観察が必

要である。
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表
3

-3
2
 
本
調
査
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト

1
0
0
0
で
調
査
し
た

4
箇
所
の
海
鳥
繁
殖
地
の
変
化
状
況

 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

サ
イ

ト
1
0
00

海
鳥

調
査

（
2
00

4
年

～
20

1
0年

）
20

12
年

※
1

20
13

年
20

12
年

※
1

20
13

年

蕪
島

 ウ
ミ

ネ
コ

類
の

推
定

巣
数

は
12

5
86

巣
で

あ
っ

た

・
標

高
6m

付
近

ま
で

冠
水

・
植

生
の

一
部

が
裸

地
化

・
植

生
は

カ
モ

ガ
ヤ

、
ス

ズ
メ

ノ
カ

タ
ビ

ラ
、

セ
イ

ヨ
ウ

ナ
タ

ネ
の

割
合

が
増

加

・
2
01

2
年

に
回

復
し

た
植

生
が

ほ
ぼ

維
持

さ
れ

て
お

り
、

津
波

以
前

の
状

況
に

戻
っ

た
・
セ

イ
ヨ

ウ
ナ

タ
ネ

の
割

合
が

増
加

・
ウ

ミ
ネ

コ
類

の
推

定
巣

数
は

1
8
49

4
巣

で
あ

っ
た

。
・
裸

地
化

し
た

場
所

の
植

生
が

回
復

し
島

全
体

の
巣

数
は

増
加

2
0
13

年
の

推
定

巣
数

（1
2
04

2
巣

）
は

20
0
7年

以
降

で
最

も
少

な
か

っ
た

。

津
波

に
よ

る
裸

地
化

は
回

復
し

た
が

、
植

生
の

構
成

種
が

変
化

し
て

い
る

（
ウ

ミ
ネ

コ
の

繁
殖

に
影

響
を

及
ぼ

す
セ

イ
ヨ

ウ
ナ

タ
ネ

の
増

加
）。

日
出

島
※

2

・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

数
は

2
0
06

年
に

1
7
57

0
巣

、
2
0
10

年
に

2
2
26

0
巣

で
あ

っ
た

・
ウ

ミ
ツ

バ
メ

類
の

巣
穴

数
は

2
0
06

年
に

2
5
9巣

、
2
0
10

年
に

6
3
巣

で
あ

っ
た

・
標

高
20

～
4
0
m

ま
で

冠
水

・
林

床
の

土
壌

や
地

表
植

生
の

消
失

津
波

に
よ

る
塩

害
で

植
物

の
枯

損
が

確
認

さ
れ

た
（
今

後
、

土
壌

流
出

が
促

進
す

る
可

能
性

有
り

）

・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

数
は

1
4
77

5
巣

で
あ

っ
た

・
ウ

ミ
ツ

バ
メ

類
の

巣
穴

数
は

1
3
8

巣
で

あ
っ

た

・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

数
は

1
3
02

4
巣

で
あ

っ
た

・
ウ

ミ
ツ

バ
メ

類
の

巣
穴

数
は

1
1
7

巣
で

あ
っ

た

オ
オ

ミ
ズ

ナ
ギ

ド
リ

の
巣

穴
数

は
震

災
後

以
降

、
減

少
傾

向
。

津
波

に
よ

る
土

壌
流

出
の

海
鳥

類
へ

の
直

接
的

な
影

響
は

不
明

。

三
貫

島

・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

数
は

2
0
04

年
に

4
8
2巣

、
2
0
09

年
に

5
3
5巣

で
あ

っ
た

・
ウ

ミ
ツ

バ
メ

類
の

標
識

放
鳥

数
は

2
0
04

年
に

3
7
個

体
で

あ
っ

た

・
標

高
15

～
2
0
m

ま
で

冠
水

・
崖

の
崩

落
（ウ

ミ
ツ

バ
メ

類
営

巣
地

）
・
林

床
土

壌
、

リ
タ

ー
層

等
の

一
部

消
失

・
塩

害
に

よ
る

植
物

の
枯

損

塩
害

を
受

け
た

場
所

で
は

、
植

生
は

回
復

し
て

き
て

お
り

、
土

壌
流

出
が

加
速

し
て

い
る

状
況

で
は

な
い

オ
オ

ミ
ズ

ナ
ギ

ド
リ

の
巣

穴
数

は
1
1
7巣

で
あ

っ
た

（
た

だ
し

、
荒

天
と

海
況

悪
化

の
た

め
、

調
査

日
程

短
縮

）。

・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

数
は

5
3
5巣

で
震

災
前

と
同

程
度

・
島

西
端

の
ウ

ミ
ツ

バ
メ

類
営

巣
地

の
放

鳥
種

数
、

個
体

数
が

減
少

津
波

及
び

崖
崩

れ
に

よ
る

島
西

端
の

ウ
ミ

ツ
バ

メ
営

巣
地

が
崩

壊
し

、
ウ

ミ
ツ

バ
メ

類
の

放
鳥

数
が

種
及

び
数

の
両

方
が

減
少

足
島

・
ウ

ト
ウ

の
巣

穴
数

は
20

0
7年

に
1
1
20

巣
、

巣
穴

密
度

（
巣

/
㎡

）
は

0
.9

8
で

あ
っ

た
・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

密
度

（
巣

/
㎡

）
は

2
0
07

年
に

0
.4

4
で

あ
っ

た

・
地

盤
沈

下
（約

1m
）

・
津

波
又

は
暴

風
雨

に
よ

る
土

壌
流

出

島
の

樹
木

及
び

草
本

へ
の

塩
害

が
進

行
し

て
い

る
傾

向
は

、
一

部
を

除
い

て
認

め
ら

れ
な

か
っ

た

・
ウ

ト
ウ

の
巣

穴
数

は
10

2
8巣

、
巣

穴
密

度
（巣

/㎡
）は

0.
8
9
で

あ
っ

た
・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

密
度

（
巣

/
㎡

）
は

0
.4

1
で

震
災

前
と

同
程

度

・
ウ

ト
ウ

の
巣

穴
数

は
10

3
3巣

、
巣

穴
密

度
（巣

/㎡
）は

0.
8
9
で

あ
っ

た
・
オ

オ
ミ

ズ
ナ

ギ
ド

リ
の

巣
穴

密
度

（
巣

/
㎡

）
は

0
.2

6
で

あ
っ

た

地
震

及
び

津
波

の
海

鳥
類

へ
の

影
響

は
少

な
い

と
考

え
ら

れ
る

が
、

島
の

一
部

で
樹

木
及

び
草

本
の

塩
害

が
確

認
さ

れ
て

い
る

海 鳥 繁 殖 地

地
震

及
び

津
波

に
よ

る
海

鳥
類

へ
の

影
響

は
不

明
だ

が
、

土
壌

流
出

、
植

生
の

変
化

な
ど

が
観

察
さ

れ
て

い
る

た
め

、
継

続
的

な
調

査
が

必
要

生
息

環
境

震
災

前

サ
イ

ト
名

海
鳥

繁
殖

地

震
災

前
後

生
態

系
の

状
況

震
災

後
の

変
化

状
況

震
災

後
の

変
化

状
況

※
1

平
成

2
4

年
度

東
北

地
方

太
平

洋
沿

岸
自

然
環

境
調

査
等

業
務

、
※

2
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
サ

イ
ト

1
0
0

0
に

よ
る

調
査
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