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近
年
、「
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
呼
ば

れ
る
動
物
行
動
学
の
一
分
野
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
と
は
、
野
生
動
物
に
小
型
の
記
録

計
（
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
）
を
取
り
付
け
、
そ
の
行
動
や
生
態

な
ど
を
調
べ
る
研
究
方
法
で
す
。
人
が
直
接
観
察
す
る

こ
と
が
難
し
い
海
洋
動
物
の
調
査
に
一
九
八
〇
年
ご
ろ

か
ら
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
数
年
の
間
に
デ

ー
タ
ロ
ガ
ー
の
小
型
化
・
高
性
能
化
が
飛
躍
的
に
進
ん

だ
こ
と
で
、
新
た
な
研
究
成
果
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
。

　
東
京
大
学
大
気
海
洋
研
究
所
の
佐
藤
克
文
教
授
も
、

こ
の
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
の
手
法
を
駆
使
し
て
調
査
研
究

に
取
り
組
む
一
人
で
す
。
二
〇
〇
四
年
に
国
際
沿
岸

海
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
に
赴
任
後
は
、
研
究
室
に
所
属
す

る
研
究
員
や
大
学
院
生
と
と
も
に
、
三
陸
周
辺
の
海
鳥

や
ウ
ミ
ガ
メ
、
魚
を
は
じ
め
、
国
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
で
動
物
の
行
動
や
生
態
、
生
息
環
境
な
ど
を
探
っ
て

い
ま
す
。
今
回
の
特
集
で
は
、
佐
藤
研
究
室
で
進
め
ら

れ
て
い
る
研
究
の
中
か
ら
、
大
槌
湾
を
拠
点
に
し
た
二
つ

の
最
新
の
研
究
成
果
を
紹
介
し
ま
す
。

特集

動
物
を
使
っ
た

　
海
洋
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

ⓒ Chihiro Kinoshita
機器類を甲羅に装着して砂浜から放流された
アカウミガメ

ⓒ Yusuke Goto
超小型フライトレコーダーを背に離陸する
オオミズナギドリ

オオミズナギドリも
ウミガメも
何をしょって
いるのかな？

オオミズナギドリの調査を行っている船越大島（岩手県山田町）
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三
陸
の
海
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
海
鳥
が
飛
来
し
ま

す
。
船
越
湾
に
浮
か
ぶ
船
越
大
島
で
繁
殖
す
る
オ
オ
ミ
ズ
ナ

ギ
ド
リ
も
そ
の
仲
間
で
す
。
翼
を
長
く
広
げ
、
海
上
を
吹
き

渡
る
風
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
っ
て
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
よ
う

に
飛
翔
す
る
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ソ
ア
リ
ン
グ
（
動

的
な
滑
空
）」
と
呼
ば
れ
る
飛
び
方
は
、
動
物
学

だ
け
で
な
く
航
空
工
学
の
研
究
対
象
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

　
佐
藤
克
文
教
授
の
研
究
室
で
は
、
こ
の

オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
の
行
動
や
生
態
を
十

年
以
上
に
わ
た
っ
て
調
べ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
に
、
蛇
行
し
な
が
ら
滑
空
す
る
独

特
の
飛
び
方
や
、
北
海
道
の
南
岸
・
東
岸

に
ま
で
遠
征
す
る
こ
と
も
あ
る
行
動
範
囲

の
広
さ
な
ど
を
、
鳥
に
装
着
し
た
小
型
Ｇ

Ｐ
Ｓ
な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
現
在
、
大
学
院
生
の
米
原

善
成
さ
ん
（
博
士
課
程
三
年
）
た
ち
が
進

め
て
い
る
の
が
、
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
の

飛
行
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
海
上
の
風
向
き

や
風
速
を
推
定
す
る
研
究
で
す
。

　
海
鳥
を
風
速
計
代
わ
り
に
す
る
と
い
う

ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア
は
、
二
年
ほ
ど
前
、
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ

ド
リ
の
飛
び
方
と
風
と
の
関
係
を
調
べ
る
過
程
で
生
ま
れ
ま

し
た
。

 

「
そ
の
研
究
を
進
め
る
た
め
に
三
陸
沿
岸
域
付
近
の
詳
細
な

風
の
情
報
を
入
手
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
海

上
は
風
の
観
測
点
が
非
常
に
少
な
く
、
デ
ー
タ
が
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
人
工
衛
星
に
よ
る
海
上
風
の
デ
ー
タ

も
一
日
二
回
程
度
の
推
定
値
し
か
な
く
、
す
っ
か
り
困
り
果

て
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
大
学
院
生
の
米
原
君
が
『
鳥
の
飛
び

方
か
ら
現
場
の
風
速
や
風
向
き
が
分
か
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
』
と
言
っ
て
き
た
の
で
す
」
と
佐
藤
教
授
。

　
最
初
は
佐
藤
教
授
も
半
信
半
疑
で
し
た
が
、
示
さ
れ
た
風

の
推
定
値
を
人
工
衛
星
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ほ

ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　
も
し
、
海
鳥
の
飛
行
デ
ー
タ
か
ら
本
当
に
風
が
導
き
出
せ

る
と
し
た
ら
、
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
の
飛
翔
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

解
明
に
つ
な
が
る
ば
か
り
で
な
く
、
気
象
の
分
野
に
も
広
く

応
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
―
―
。
そ
う
考
え
た
佐
藤
教
授

は
、
大
槌
町
で
開
か
れ
た
気
象
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
米
原
さ
ん

と
と
も
に
こ
の
仮
説
を
発
表
し
ま
し
た
。

 「
す
る
と
、気
象
学
の
研
究
者
た
ち
が
次
々
に
質
問
に
立
ち
、

今
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
大
反
響
だ
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
は
大
き
な
成
果
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
と

直
感
し
、
す
ぐ
さ
ま
本
格
的
に
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し

た
」

　
で
は
、
海
鳥
の
飛
行
デ
ー
タ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
海

上
の
風
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
米
原

さ
ん
が
考
え
た
の
は
、
海
鳥
が
飛
行
中
に
追
い
風
に
乗
っ
た

り
向
か
い
風
に
押
し
戻
さ
れ
た
り
す
る
効
果
を
利
用
し
て
海

と
仮
定
し
た
場
合
、
当
然
、
追
い
風
の
と
き
は
速
く
な
り
、

向
か
い
風
の
と
き
は
遅
く
な
る
は
ず
で
す
。
鳥
が
ど
の
方
向

に
飛
ん
で
も
速
度
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
風
が
弱
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
方
、
あ
る
方
向
に
飛
ぶ
と
き
に
速

く
な
り
、
そ
の
逆
向
き
に
飛
ぶ
と
き
は
遅
く
な
る
場
合
、
風

が
強
い
と
予
想
で
き
ま
す
。
ま
た
、
鳥
の
速
度
が
速
く
な
る

向
き
に
風
が
吹
い
て
い
る
は
ず
で
す
」
と
米
原
さ
ん
。

　
そ
れ
が
図
１
右
の
グ
ラ
フ
で
す
。
曲
線
の
カ
ー
ブ
が
一
番

高
い
二
七
〇
度
を
超
え
た
位
置
が
、
そ
の
現
場
の
風
向
き
を

表
し
、
ま
た
、
カ
ー
ブ
の
振
幅
の
差
（
鳥
が
最
速
で
飛
ん
で

い
る
と
き
と
一
番
遅
い
と
き
の
差
）
を
半
分
に
し
た
値
が
現

場
で
の
風
速
に
相
当
す
る
、
と
米
原
さ
ん
た
ち
は
考
え
て
い

ま
す
。

 「
た
だ
し
、こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
風
を
推
定
で
き
る
の
は
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ソ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
や
ア
ホ

ウ
ド
リ
の
仲
間
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
鳥
は
蛇
行
せ

ず
ほ
ぼ
直
線
的
に
飛
ぶ
た
め
、
一
方
向
か
ら
し
か
風
を
受
け

ず
、
追
い
風
や
向
か
い
風
の
効
果
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
」

　
さ
ら
に
米
原
さ
ん
た
ち
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
算
出
し

た
風
向
き
と
風
速
の
正
確
さ
を
検
証
す
る
た
め
、
他
大
学
と

の
共
同
研
究
で
他
の
種
か
ら
得
ら
れ
た
飛
行
デ
ー
タ
＊
も
用

い
て
人
工
衛
星
の
観
測
値
と
の
比
較
を
行
い
、
両
者
の
数
値

が
よ
く
相
関
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
め
ま
し
た
（
図
2
）。

　
米
原
さ
ん
た
ち
は
一
三
個
体
の
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
に
Ｇ

Ｐ
Ｓ
記
録
計
を
取
り
付
け
、そ
の
飛
行
経
路
か
ら
五
分
間
隔・

約
五
キ
ロ
以
内
と
い
う
細
か
い
ス
ケ
ー
ル
で
海
上
風
の
推
定

デ
ー
タ
を
取
得
。
ま
た
、
気
象
衛
星
で
は
観
測
が
難
し
い
沿

岸
域
の
海
上
風
デ
ー
タ
を
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
推
定
す
る
こ

と
に
も
成
功
し
ま
し
た
。

　
今
年
七
月
に
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
論
文

が
米
国
の
学
術
誌
に
発
表
さ
れ
、そ
の
画
期
的
な
内
容
か
ら
、

世
界
で
最
も
権
威
あ
る
科
学
雑
誌
『
サ
イ
エ
ン
ス
』
に
も
紹

介
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　
船
越
大
島
で
は
、
春
に
な
る
と
南
方
か
ら
数
千
羽
の
オ
オ

ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
が
飛
来
し
て
巣
作
り
を
行
い
ま
す
。
佐
藤
研

究
室
で
は
毎
年
、
こ
の
無
人
島
で
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
の
実

地
調
査
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

 

「
五
年
前
の
震
災
の
と
き
は
、
津
波
で
コ
ロ
ニ
ー
が
全
滅
し

て
し
ま
っ
た
の
で
は
と
心
配
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
ほ
と

海鳥の飛行データから
海上の「風」を推定

佐藤 克文（さとう かつふみ）

▪東京大学大気海洋研究所 行動生
態計測分野 教授
▪同研究所 国際沿岸海洋研究セン
ター 沿岸保全分野 教授（兼務）
研究分野：野外生物学、環境生理
学、動物行動学
研究課題：行動の種間比較、バイ
オメカニクス、バイオロギングに
よる気象・海象観測

メ
ー
ユ
の
ク
イ
ズ
に

チ
ャ
レ
ン
ジ

（
表
紙
参
照
）
の
答
え
　

バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
　

気
象
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
大
き
な
反
響

変
動
す
る
飛
行
速
度
か
ら
風
を
計
算

米原 善成（よねはら よしなり）

▪東京大学大学院 農学生命科学研
究科 博士課程 3年
研究課題：ミズナギドリとアホウ
ドリの飛翔行動

15
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0

鳥
の
飛
行
速
度

風

図１：オオミズナギドリの飛行経路
5 分間（300 秒）で取得したデータから鳥の速度と進行方向の関係をグラフ化した　Yonehara et al. 2016 PNAS

図 2：鳥の飛翔から見積もる風 vs. 人工衛星風情報
海鳥を用いた推定値と気象衛星の観測値がより近いほど点線の近
くに点が集中する。風速は、鳥の飛行高度が 10m より低いためか
わずかなずれがあったが、今後は飛行高度も測定するなどして誤
差要因を追及していく　Yonehara et al. 2016 PNAS
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* 佐藤克文教授がフランスの研究チームとの共同研究で取得したワタリアホウドリの飛行データと、佐藤研究室の後藤佑介さん（博士課程三年）が北海道大学の研究チー
ムとの研究で取得したコアホウドリの飛行データ

上
風
を
推
定
す
る
方
法
で
す
。

　
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
は
、
前
述
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ソ
ア

リ
ン
グ
と
い
う
飛
び
方
で
、
海
の
上
を
蛇
行
し
な
が
ら
飛
び

回
っ
て
い
ま
す
。
図
１
左
は
そ
の
１
秒
ご
と
の
飛
行
経
路
を

表
し
た
も
の
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
点
と
点
の
間
隔
が
短
い

と
こ
ろ
と
長
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
飛
行
速
度

が
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。

 

「
こ
の
速
度
の
変
化
が
風
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る

船
越
大
島
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

オオミズナギドリは、日本の沿岸域で春から秋にか
けてよく見られる海鳥です。大きさはウミネコと同
程度で、海面近くにいる魚などを餌にしています。
夏に離島や無人島などで繁殖し、冬になるとフィリ
ピンやオーストラリア北西部などに南下して越冬し
ます。海上を吹く風を利用して蛇行しながらあまり
はばたかずに飛ぶ「ダイナミックソアリング」とい
う飛び方が特徴で、体力をあまり消耗することなく、
一昼夜で数百キロ以上移動することが可能です。ま
た、地面から離陸するのが苦手で、木に上って飛び
立つ鳥としても知られていますが、船越大島での佐
藤教授らの調査によると普通に地面から離陸できる
ことが分かっています。

オオミズナギドリってどんな鳥？

ⓒ Katsufumi Sato

バイオ（生き物）
とロギング（記
録をとる）を組
み合わせた和製
英語じゃよ
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ヒ
ナ
は
一
日
中
地
面
に
掘
ら
れ
た
巣
穴
の
中
で
過
ご
し
ま

す
が
、
親
鳥
は
朝
早
く
に
海
へ
飛
び
立
ち
、
日
没
ま
で
島
に

帰
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
調
査
も
夜
の
暗
闇
の
中
で
、
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
な
ど
を
頼
り
に
行
い
ま
す
。

 

「
昼
夜
逆
転
の
生
活
、
風
呂
・
ト
イ
レ
な
し
、
蚊
や
ダ
ニ
、

ア
ブ
な
ど
虫
と
の
戦
い
…
…
無
人
島
生
活
は
決
し
て
快
適
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、台
風
な
ど
で
何
日
も
島
に
渡
れ
ず
、

十
分
な
デ
ー
タ
を
取
れ
な
い
つ
ら
さ
に
比
べ
れ
ば
ど
う
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

　
研
究
チ
ー
ム
は
現
在
、
鳥
か
ら
取
得
し
た
風
の
推
定
値
を

多
角
的
に
検
証
し
て
い
る
段
階
で
す
が
、
将
来
は
、
こ
の
推

定
デ
ー
タ
を
気
象
モ
デ
ル
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
よ
り
正
確

で
詳
細
な
気
象
予
報
も
可
能
に
な
る
と
佐
藤
教
授
は
考
え
て

い
ま
す
。

 

「
さ
ら
に
、
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
の
手
法
を
駆
使
し
て
風
以
外

の
海
流
や
波
、
海
水
温
な
ど
の
海
洋
デ
ー
タ
も
測
定
・
モ
デ

ル
化
し
、
最
終
的
に
は
漁
師

さ
ん
な
ど
海
の
仕
事
に
携
わ

る
人
や
、
海
で
レ
ジ
ャ
ー
を

楽
し
む
人
た
ち
の
た
め
に
役

立
て
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
」

レジ袋を誤飲するアオウミガメ
アオウミガメは表層を漂流する海洋ゴミを餌と間
違えて飲み込んでしまう。
Fukuoka et al. 2016 Scientific Reports

　
佐
藤
研
究
室
で
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
大
槌
湾
周
辺
で
ウ

ミ
ガ
メ
の
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
ウ
ミ
ガ
メ
は
、

日
本
で
は
千
葉
・
茨
城
あ
た
り
の
太
平
洋
沿
岸
が
産
卵
の
北

限
と
さ
れ
、
そ
の
生
態
調
査
も
大
半
が
関
東
以
南
の
比
較
的

温
暖
な
産
卵
場
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
緯
度
の
冷
た
い
海

域
で
の
ウ
ミ
ガ
メ
研
究
は
、
世
界
的
に
も
か
な
り
珍
し
い
取

り
組
み
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

 

「
私
自
身
も
大
槌
に
赴
任
す
る
ま
で
は
、
東
北
の
海
に
ウ
ミ

ガ
メ
が
い
る
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
、
調

べ
て
み
る
と
、
産
卵
地
で
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
亜
成
体
（
性

成
熟
す
る
前
の
若
い
段
階
）
や
オ
ス
の
比
率
が
か

な
り
高
い
の
で
す
。
ウ
ミ
ガ
メ
の
生
態
は
、
産
卵

期
の
メ
ス
や
、
卵
か
ら
か
え
っ
た
ば
か
り
の
子
ガ
メ

以
外
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ

の
地
で
の
ウ
ミ
ガ
メ
研
究
に
多
く
の
可
能
性
を
感

じ
て
い
ま
す
」
と
佐
藤
教
授
。

　
当
初
か
ら
同
研
究
室
で
続
け
ら
れ
て
い

る
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、
ウ
ミ
ガ
メ
が
何
を

食
べ
て
い
る
か
な
ど
を
調
べ
る
「
採
餌
生

態
の
研
究
」が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
、

大
槌
湾
周
辺
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
は
主
に
ク

ラ
ゲ
（
ク
ダ
ク
ラ
ゲ
）
や
ウ
ニ
、
巻
貝
類

な
ど
を
、
一
方
、
植
物
食
性
が
強
い
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
も
ク
ラ

ゲ
（
ハ
チ
ク
ラ
ゲ
）
な
ど
の
動
物
も
少
量
食
べ
て
い
る
こ
と

を
突
き
止
め
ま
し
た
。

 

「
ま
た
、
南
西
諸
島
の
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
は
砂
地
に
育
つ
海
草

を
多
く
食
べ
る
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
が
、
大
槌
の
ア
オ

ウ
ミ
ガ
メ
は
ア
オ
サ
や
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
、
テ
ン
グ
サ
な
ど
の
海

藻
類
が
主
食
で
、
南
の
カ
メ
と
は
食
性
が
異
な
る
こ
と
も
分

か
り
ま
し
た
」
と
語
る
の
は
、
福
岡
拓
也
さ
ん
（
博
士
課
程

三
年
）。
佐
藤
研
究
室
で
ウ
ミ
ガ
メ
研
究
に
取
り
組
む
一
人

で
す
。

 

「
東
日
本
大
震
災
で
は
、
津
波
の
影
響
で
大
き
く
数
を
減
ら

し
た
生
き
も
の
も
い
ま
し
た
が
、
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
は
個
体
数

も
栄
養
状
態
の
指
標
と
な
る
肥
満
度
も
震
災
前
と
ほ
ぼ
変
わ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
彼
ら
が
主
食
に
し
て
い
る
海

藻
類
が
海
草
類
に
比
べ
て
津
波
で
あ
ま
り
流
さ
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
」

　
福
岡
さ
ん
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
採
餌
生
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
国
際
沿
岸
海
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
で
ウ
ミ
ガ
メ
の
排
泄

物
を
調
べ
た
り
、肉
片
を
と
っ
て
同
位
体
比
分
析
を
行
っ
た
り
、

個
体
の
背
中
に
小
型
の
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
取
り
付
け
て
餌
を

食
べ
る
様
子
を
観
察
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
死
ん
だ

ウ
ミ
ガ
メ
が
手
に
入
っ
た
と
き
は
、
解
剖
し
て
胃
や
腸
な
ど
の

内
容
物
も
調
べ
ま
す
。
そ
う
し
た
調
査
を
続
け
る
中
で
、
福

岡
さ
ん
は
、
排
泄
物
や
内
容
物
か
ら
頻
繁
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

な
ど
の
海
洋
ゴ
ミ
が
見
つ
か
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
ま

た
ビ
デ
オ
映
像
に
も
、
餌
と
間
違
え
て
ゴ
ミ
を
誤
飲
す
る
ウ

ミ
ガ
メ
の
様
子
が
た
び
た
び
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
福
岡
さ
ん
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
と
海
洋
ゴ
ミ
の
誤
飲
の

関
係
を
詳
し
く
調
べ
よ
う
と
、
震
災
前
か
ら
の
ビ
デ
オ
映
像

福岡 拓也（ふくおか たくや）

▪東京大学大学院 農学生命科学研
究科 博士課程 3年
研究課題：ウミガメ類の採餌生態

食性で変わるウミガメの
海洋ゴミへの反応

亜
成
体
の
ウ
ミ
ガ
メ
を

研
究
で
き
る
大
槌
湾

ゴ
ミ
を
誤
飲
し
や
す
い
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ

オオミズナギドリの
ヒナの身体測定
ヒナは地面に掘られ
た巣穴の中で一日中
過ごす。体重、くち
ばしや翼の長さなど
を計測し、成長を記
録する。

無人島・船越大島に送り届けられ
た二人
共同で研究を行っている米原さん
と後藤さん。野宿での実地調査、
はじまりはじまり…

ん
ど
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
津
波
が
来
た
海
抜
よ
り

も
上
に
、
測
っ
た
よ
う
に
巣
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
何

度
も
津
波
を
経
験
し
な
が
ら
世
代
交
代
を
繰
り
返
す
中
で
、

高
い
場
所
に
営
巣
す
る
性
質
を
持
っ
た
個
体
だ
け
が
生
き
延

び
て
残
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」（
佐
藤
教
授
）

　
島
で
調
査
を
行
う
の
は
八
月
中
旬
過
ぎ
か
ら
九
月
下
旬
に

か
け
て
。
調
査
期
間
中
は
米
原
さ
ん
を
は
じ
め
、
オ
オ
ミ
ズ

ナ
ギ
ド
リ
を
研
究
対
象
と
す
る
四
人
の
院
生
が
交
代
で
二
～

三
人
ず
つ
泊
ま
り
込
み
、親
鳥
と
ヒ
ナ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
搭
載
し
た
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
の
取
り
付
け
・
回
収
作

業
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

「
こ
の
時
期
は
ヒ
ナ
が
ま
だ
生
ま
れ
た
ば
か
り
な
の
で
、
親

鳥
は
え
さ
を
与
え
る
た
め
に
定
期
的
に
巣
に
戻
っ
て
き
ま

す
。
鳥
の
行
動
を
記
録
し
た
ロ
ガ
ー
を
確
実
に
回
収
で
き
る

の
は
、一
年
の
中
で
こ
の
期
間
だ
け
な
の
で
す
」（
米
原
さ
ん
）

な
ど
も
加
え
て
再
解
析
を
行
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
ア
カ
ウ

ミ
ガ
メ
一
〇
個
体
と
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
六
個
体
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

得
た
六
〇
時
間
と
五
二
時
間
の
映
像
を
分
析
し
た
結
果
、
出

会
っ
た
海
洋
ゴ
ミ
を
飲
み
込
む
確
率
が
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
は

一
七
％
（
一
二
回
中
二
回
）
だ
っ
た
の
に
対
し
、
ア
オ
ウ
ミ

ガ
メ
は
六
二
％
（
三
四
回
中
二
一
回
）
と
い
う
高
確
率
で
誤

飲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。

 

「
ビ
デ
オ
を
見
る
と
、
両
者
と
も
漂
っ
て
く
る
海
洋
ゴ
ミ
に

近
づ
い
て
い
く
も
の
の
、
肉
食
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
は
途
中
で

獲
物
で
は
な
い
と
気
が
つ
い
て
食
べ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。

こ
れ
に
対
し
て
植
物
食
の
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
は
、
波
間
を
漂
う

海
藻
と
同
じ
よ
う
な
動
き
を
す
る
海
洋
ゴ
ミ
を
、
餌
と
誤
認

ウミガメに装着する機器類は、小型ビデオカメラ、
行動記録計、タイマー式切り離し装置、発信器な
どの 5 セット

たくさんエサを
もらってヒナは
親より重くなるよ

ガンバレ！

アカウミガメとアオウミガメがゴミを
誤飲する量と確率
Fukuoka et al. 2016 Scientific Reports
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（消化管内容物を比較）ゴミを誤飲する量

遭遇したゴミを誤飲する割合
（ビデオカメラの記録）
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そ
の
移
動
中
に
、
海
流
に
流
さ
れ
た
ゴ
ミ
を
誤
飲
し
て
い
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
」。
ま
た
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ
は
糞

と
し
て
排
泄
さ
れ
る
た
め
、
誤
飲
が
必
ず
し
も
死
を
招
く
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
ど

の
程
度
の
影
響
が
あ
る
の
か
、
今
後
調
べ
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
ウ
ミ
ガ
メ
が
暖
か
い
海
域
か
ら
大
槌
湾
周
辺
に
戻
っ
て
く

る
の
は
、
例
年
七
月
ご
ろ
。
そ
し
て
十
月
に
な
る
と
、
ま
た

南
の
海
へ
と
旅
立
ち
ま
す
。
福
岡
さ
ん
た
ち
は
、
そ
の
間
に

定
置
網
に
か
か
っ
た
ウ
ミ
ガ
メ
を
、
地
元
の
漁
師
さ
ん
か
ら

研
究
用
に
港
ま
で
持
っ
て
き
て
も
ら
い
ま
す
。

 

「
入
手
し
た
ウ
ミ
ガ
メ
は
、
国
際
沿
岸
海
洋
研
究
セ
ン
タ
ー

の
屋
外
水
槽
へ
運
ん
で
体
長
や
体
重
の
測
定
、
排
泄
物
の
採

集
、
採
血
な
ど
を
行
い
、
海
へ
放
し
ま
す
。
一
シ
ー
ズ
ン
の

放
流
数
は
五
十
頭
前
後
で
す
。
ま
た
、
そ
の
内
の
五
～
十
頭

の
ウ
ミ
ガ
メ
に
は
、
記
録
計
な
ど
を
背
中
に
取
り
付
け
て
放

流
し
ま
す
」

　
ウ
ミ
ガ
メ
の
甲
羅
に
装
着
す
る
機
器
類
は
、
小
型
ビ
デ
オ

カ
メ
ラ
や
行
動
記
録
計
の
ほ
か
、
そ
れ
ら
を
回
収
す
る
た
め

の
タ
イ
マ
ー
式
の
切
り
離
し
装
置
や
発
信
器
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
非
常
に
高
価
な
も
の
で
す
。
数
日
か
ら
一
週
間
ほ
ど

で
個
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
後
は
、
衛
星
の
位
置
情
報
や
発

信
器
か
ら
の
電
波
で
場
所
を
特
定
し
、
回
収
し
ま
す
。

 

「
ウ
ミ
ガ
メ
の
行
く
先
は
、
海
へ
放
し
て
み
な
い
と
分
か
り

ま
せ
ん
。
石
巻
や
気
仙
沼
の
方
ま
で
泳
い
で
行
か
れ
た
と
き

は
、
飛
び
込
み
で
現
地
の
漁
師
さ
ん
に
お
願
い
し
て
船
を
出

し
て
も
ら
い
、
必
死
で
回
収
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
こ
の
研

究
は
、
漁
師
さ
ん
の
協
力
な
く
し
て
は
続
け
ら
れ
な
い
。
い

つ
も
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」

　ウミスズメはどんな鳥ですか？と言
われてパッと特徴が思い浮かぶ方がい
れば、なかなかの鳥マニアとお見受け
します。ウミスズメはウミスズメ科に
属する海鳥で、体長は 26cm ほど、黒
から灰色の背中と白いお腹が特徴です。
ウミスズメ科は現存種 23 種に分けら
れており、ウミスズメより体の大きな
ウミガラス、嘴

くちばし
が鮮やかに赤いウミオ

ウム、首が少し長くスマートなウミバ
トなどもこの仲間に入ります。今の名
前で「あれ？」と思われた方もいらっ
しゃるかもしれません。この仲間は、
その大きさや形態から、陸にいる身近
な鳥にちなんだ名前を多く与えられて
いるのです。これらの体重は、コウミ
スズメの約 100g からハシブトウミガ
ラスの 1kg 強までバリエーションに富
み、北半球全域にそれぞれ適応して大
繁栄しています。その中で、今回ご紹
介するウミスズメは、250g 程度と小
～中型に位置する種となっています。
このようにバリエーションが大きなウ
ミスズメ科ですが、大きな共通点があ
ります。それは、彼らは皆、翼を羽ば
たいて飛ぶだけでなく、水に潜ること
が出来るという事です。その潜水能力
は種によって違いますが、潜水深度は
数十 m から百数十 m にも達します。

東京大学 大気海洋研究所
国際沿岸海洋研究センター
特任研究員　伊藤 元裕

一般にはあまり馴染みのない海鳥であるウミスズメ。
今回は小さな海のハンター、ウミスズメの秘密を 
ご紹介します。

　ウミスズメは、小さくかわいらしい
外見ながら優れた運動能力を発揮しま
す。小さな翼を高頻度で連続的に羽ば
たかせ、水面すれすれを弾丸のように
時速数十 km で飛行したかと思えば、
同じ翼を器用に使い、最大で 45 秒
間、水深 20m ほども潜水して小魚や
オキアミ等を追いかけて捕食すると言
われています。彼らは、体のサイズの
割に大きな、大胸筋と小胸筋を持って
います。大胸筋と小胸筋は、ニワトリ
で言うとむね肉とササミとして売られ
ている部位に当たり、それぞれ翼の打
ち下ろしと打ち上げに利用される筋肉
です。大きな筋肉から生み出される強
い力で翼を羽ばたかせることで、素早
く飛び、かつ深く潜る能力を身につけ
ています。また、その筋肉には、多く
のミオグロビンという酸素と結び付き
やすい性質をもった色素が含まれてお
り、このお陰で、筋肉にも酸素を大量
に蓄えてより長い時間の潜水を可能に
しています。

　ウミスズメは、全世界を見れば比較
的多くの個体が繁殖していますが、日
本では現在、北海道天

て
売
うり

島
とう

という島で
しか繁殖が確認されておらず、環境省
レッドリストの絶滅危惧 IA 類に指定
されている非常に珍しい鳥です。
　ところが、岩手県の大槌湾において、

2016 年の 4 月から 5 月にかけ、多
種の海鳥と共に多数発見されました。
この数は過去日本で一度に観察された
本種の最大数を大きく上回るものでし
た。実は、岩手県釜石市の沖合に位置
する三

さん
貫
がん

島
じま

では、1971 年に本種が繁
殖していた記録があるのですが、その
後の観察はなく、現在では繁殖は行わ
れていないと考えられてきました。今
回観察された時期は、ちょうど繁殖期
にあたるため、今後は付近での繁殖地
の発見が期待されます。日本で 2 例
目の貴重な繁殖地が見つかれば非常に
喜ばしいことです。
　また、津波のため大きな被害の出た
大槌湾に、多数のウミスズメやその他
の海鳥が観察されたことは、現在もそ
の餌となる小魚類などが豊富に存在
し、希少種を含めた多くの海鳥にとっ
ての重要な餌場となっていることを示
しています。これは、大槌湾が今なお
豊かな生態系を誇っている証に他なり
ません。
　ウミスズメはカモメなどよりもずっ
と小さいので、海で見られる際には、
豆粒のような小さな点のようにしか見
えないことも多いでしょう。でもよく
見ると、数羽から 10 羽程度の群れを
作って 1 列に並んで盛んに潜り、時
には小魚をくわえている姿を見ること
ができるかもしれません。ぜひ今後は
海に出かけた際に、小さな海のハン
ター、ウミスズメを探してみてくださ
い。その可愛らしい外見だけでも一見
の価値ありです。

ウミスズメ

群れを作り並んで泳ぐウミスズメ（大槌湾）翼を羽ばたいて潜水し、魚を捕ることができる

生き物
図鑑
NO.07

三陸での
ウミスズメの現状

ウミスズメの
高い潜水能力の秘密

ウミスズメは何の仲間？

ウトウの
大胸筋と小胸筋

ニワトリのむね肉
（大胸筋）スーパーで購入

（大胸筋）
鶏むね肉

ウトウとニワトリの胸筋の色の比較
左はウミスズメと近縁種のウトウの胸筋。
多くのミオグロビンを含み、かなり赤黒い。

し
て
そ
の
ま
ま
食
べ
て
し
ま
う
よ
う
な
の
で
す
」

　
ま
た
、
こ
の
研
究
で
は
、
調
査
対
象
の
ウ
ミ
ガ
メ
個
体
が

九
〇
％
以
上
の
高
い
割
合
で
海
洋
ゴ
ミ
を
誤
飲
し
て
い
る
こ

と
も
分
か
り
ま
し
た
。

 

「
こ
れ
は
世
界
的
に
見
て
も
か
な
り
高
い
数
字
と
い
え
ま

す
。
大
槌
湾
周
辺
の
海
域
は
特
に
海
洋
ゴ
ミ
が
多
い
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
原
因
の
解
明
は
今
後
の
研
究
課
題
で
す
。
大

槌
湾
の
ウ
ミ
ガ
メ
は
南
方
の
産
卵
場
周
辺
に
居
着
い
て
い
る

カ
メ
と
違
っ
て
、冬
に
な
る
と
暖
か
い
海
に
回
遊
す
る
た
め
、

研
究
に
は
漁
師
さ
ん
の
協
力
が
不
可
欠

記録計をつけたアオウミガメを船上から放流
ⓒ Katsufumi Sato

アカウミガメとアオウミガメ
大槌湾周辺に来るアカウミガメの多くは屋久島生まれ、アオウミガメは小笠原諸島生まれであることが DNA の分析からわかっている。

ⓒ Chihiro Kinoshita

アカウミガメの身体測定
個体を識別する表示をとりつけ、体重や体長
を記録する。体長は甲羅の長さで測定する。
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佐
々
木
さ
ん
が
場
長
を
務
め
る
甲
子
川
ふ
化
場
で
は
、
毎

年
一
五
〇
〇
万
尾
の
サ
ケ
の
稚
魚
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
放
流

し
て
い
ま
す
。
親
サ
ケ
の
捕
獲
・
採
卵
は
例
年
十
一
月
か
ら

翌
年
の
一
月
中
旬
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
が
、
年
に
よ
っ
て

は
戻
っ
て
く
る
サ
ケ
の
数
が
少
な
か
っ
た
り
、
大
雨
で
川
が

増
水
し
て
捕
獲
す
る
施
設
が
使
え
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
を
想
定
し
つ
つ
、

い
か
に
し
て
十
分
な
数
の
卵
を
確
保
し
、
目
標
の
放
流
数
を

達
成
さ
せ
る
か
が
こ
の
仕
事
の
難
し
さ
で
あ
り
、
ま
た
場
長

の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

 

「
ふ
化
場
の
業
務
の
中
で
も
特
に
神
経
を
使
う
の
は
、
稚
魚

の
飼
育
段
階
に
入
っ
て
か
ら
。
例
え
ば
、
停
電
が
発
生
し
て

飼
育
槽
（
池
）
へ
の
水
の
供
給
が
止
ま
る
と
、
わ
ず
か
五
分

ほ
ど
で
稚
魚
は
全
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
飼
育

が
始
ま
る
十
一
月
か
ら
最
後
の
放
流
が
終
わ
る
五
月
末
ま
で

は
、
常
に
二
十
四
時
間
体
制
で
ふ
化
場
の
近
く
に
待
機
し
、

不
測
の
事
態
に
備
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
間
は
正
月

休
み
も
連
休
も
あ
り
ま
せ
ん
」

　

苦
労
の
多
い
仕
事
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ほ
と
ん
ど
休
む
こ

と
な
く
稚
魚
の
世
話
を
続
け
て
い
る
の
は
、
や
は
り
佐
々
木

さ
ん
が
人
一
倍
の
魚
好
き
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。

 

「
俺
が
一
番
嫌
な
の
は
魚
に
死
な
れ
る
こ
と
。
だ
か
ら
心
配

で
、
魚
の
そ
ば
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
」

　

釜
石
で
生
ま
れ
育
っ
た
佐
々
木
さ
ん
は
、
少
年
時
代
か
ら

魚
が
大
好
き
で
、甲
子
川
な
ど
で
釣
っ
た
イ
ワ
ナ
や
ヤ
マ
メ
、

ニ
ジ
マ
ス
な
ど
の
川
魚
を
家
で
飼
育
し
て
い
ま
し
た
。
魚
を

飼
う
水
槽
の
数
は
年
々
増
え
、
多
い
時
に
は
十
数
槽
に
も

な
っ
た
と
か
。
ま
た
魚
に
対
す
る
研
究
心
も
旺
盛
で
、
専
門

書
を
片
手
に
独
学
で
イ
ワ
ナ
の
採
卵
を
行
い
、
ふ
化
さ
せ
た

こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

 「
こ
の
仕
事
に
就
い
た
時
、小
学
校
の
同
級
生
た
ち
は『
や
っ

ぱ
り
な
あ
』
と
笑
っ
て
い
ま
し
た
」

　

魚
に
対
す
る
情
熱
と
研
究
心
は
現
在
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

甲
子
川
ふ
化
場
に
は
、
民
間
の
ふ
化
場
で
あ
り
な
が
ら
最
新

の
実
験
装
置
を
備
え
た
実
験
棟
が
あ
り
、
佐
々
木
さ
ん
は
調

査
研
究
機
関
と
連
携
し
て
サ
ケ
稚
魚
の
飼
育
技
術
の
改
善
に

も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
稚
魚
の
泳
ぐ
力
を
高
め
る
研
究
も
そ
の
一
つ
。

稚
魚
を
育
て
る
飼
育
槽
の
流
水
量
は
、
ふ
つ
う
水
が
一
時
間

で
一
回
入
れ
替
わ
る
よ
う
調
節
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
甲
子
川

ふ
化
場
で
は
そ
の
一
・
五
倍
、
放
流
の
直
前
に
は
三
～
四
倍

の
速
さ
で
水
を
流
し
て
い
ま
す
。

 

「
三
陸
沖
を
南
下
し
て
く
る
親
潮
の
最
高
速
度
は
一
・
五

ノ
ッ
ト
（
秒
速
約
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
）。
も
し
稚
魚
が
そ
れ

以
上
の
速
さ
で
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
無
事
に
北
の
海
に

上
が
っ
て
い
け
る
は
ず
―
―
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
速
い
水

流
の
中
で
稚
魚
を
鍛
え
て
い
ま
す
」

　

こ
の
〝
訓
練
〟
の
成
果
は
、
最
終
的
に
遊
泳
力
測
定
装
置

（
通
称
ス
タ
ミ
ナ
ト
ン
ネ
ル
）
で
数
値
的
に
検
証
し
、
デ
ー

タ
と
し
て
蓄
積
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
数
種

類
の
新
型
浮
上
槽（
池
に
移
す
前
の
稚
魚
や
卵
を
飼
う
水
槽
）

を
導
入
し
て
、
稚
魚
の
成
長
速
度
や
生
存
率
の
比
較
な
ど
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

研
究
熱
心
な
佐
々
木
さ
ん
の
も
と
に
は
、
大
学
や
研
究
機

関
の
関
係
者
が
数
多
く
訪
れ
ま
す
。
北
海
道
大
学
や
東
京
大

学
大
気
海
洋
研
究
所
な
ど
、
東
北
マ
リ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
複
数
の
研
究
者
が
佐
々
木
さ
ん
の
お
世
話

に
な
っ
て
い
ま
す
。
佐
藤
克
文
研
究
室
で
サ
ケ
研
究
に
取
り

組
む
阿
部
貴
晃
さ
ん
も
、
昨
年
か
ら
ふ
化
場
に
出
入
り
す
る

よ
う
に
な
っ
た
一
人
で
す
。

 

「
研
究
所
の
方
針
は
『
サ
ケ
を
分
け
て
い
た
だ
く
代
わ
り
に

働
く
こ
と
』。
僕
も
、
捕
獲
・
採
卵
な
ど
の
作
業
を
お
手
伝

い
し
て
い
ま
す
。
多
忙
期
に
は
毎
日
の
よ
う
に
顔
を
出
し
、

実
験
に
使
う
親
魚
や
稚
魚
を
分
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と

阿
部
さ
ん
。

　

多
く
の
研
究
者
と
つ
な
が
り
な
が
ら
、
サ
ケ
の
ふ
化
放
流

に
取
り
組
む
佐
々
木
さ
ん
の
今
後
の
目
標
は
、
岩
手
の
サ
ケ

を
増
や
す
こ
と
。

 

「
岩
手
は
本
州
ト
ッ
プ
の
サ
ケ
漁
獲
量
を
誇
る
『
サ
ケ
王

国
』。
定
置
網
漁
で
獲
れ
る
サ
ケ
は
県
の
漁
業
生
産
額
の
二

～
三
割
に
も
上
り
ま
す
。
し
か
し
、
近
年
は
漁
獲
量
が
ピ
ー

ク
の
三
分
の
一
に
ま
で
落
ち
込
み
、
漁
業
関
係
者
は
危
機
感

を
募
ら
せ
て
い
ま
す
。
今
後
は
青
山
先
生
な
ど
の
協
力
も
得

な
が
ら
よ
り
優
秀
な
サ
ケ
稚
魚
を
生
産
し
、
岩
手
の
サ
ケ
資

源
の
回
復
に
貢
献
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
」

健康な稚魚を数多く育てて
岩手のサケを増やしたい

釜石湾漁業協同組合　甲
か っ し

子川
がわ

さけふ化場　ふ化場長　佐
さ さ き

々木有
あ り

賢
た か

さん
屋外水槽。放流直前の稚魚は外へ出ようとす

る動きを見せるそうです

　
サ
ケ
ふ
化
場
は
、
産
卵
で
川
に
上
っ
て
き
た
親

サ
ケ
の
卵
を
採
っ
て
ふ
化
さ
せ
、
育
て
た
稚
魚
を

再
び
川
へ
放
流
す
る
た
め
の
施
設
で
す
。
私
た
ち

の
食
卓
に
上
る
サ
ケ
の
九
割
以
上
は
、
ふ
化
場
生

ま
れ
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
佐
々
木
有
賢
さ
ん

は
、
釜
石
湾
に
注
ぐ
甲
子
川
の
ふ
化
場
で
二
十
年

近
く
に
わ
た
っ
て
サ
ケ
の
ふ
化
・
放
流
に
取
り
組

み
、
岩
手
の
サ
ケ
漁
を
縁
の
下
で
支
え
て
い
ま
す
。

街
歩
き 

…
… 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
メ
ー
ユ
が
大
槌
・
釜
石
・
山
田
・
宮
古
の
ユ
ニ
ー
ク
、
元
気
な
人
を
紹
介
し
ま
す
。

健
康
な
稚
魚
を
育
て
る
た
め
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
の
日
々

岩
手
の
サ
ケ
漁
獲
量
の
復
活
を

二
十
四
時
間
体
制
で
稚
魚
を
飼
育

珍しい装置が
いっぱい !

　文・宮腰卓也
撮影・山本祐之

採卵
捕獲した雌サケの採卵は
スピード勝負

受精
採卵後すぐ精子をかけ受
精させる

ふ化
浮遊槽でふ化したばかり
のサケ稚魚

稚魚
元気に泳ぐ稚魚。放流の
目安は 0.8 ～ 1.5 グラ
ム程度

阿部さん（左）も懇意にして頂いています。

右は青山教授

施設内は 4 種もの飼育槽が導入されている

サケが稚魚に
育つまで

捕獲放流



「はまさん」こと 濵 弘泰 さん
千葉県柏市にある大気海洋研究所の 1 階に店を構える

「お魚倶楽部はま」の店主。店名は「さまざまな魚が宝
石のように詰まった玉手箱を、お客さんとともに開け
て楽しむ」というイメージに由来。

「魚への探求心から、“一般的ではない食材、一般的では
ない食べ方”を常に工夫しています」というはまさんは、
全国の漁港に自分で足を運び、通常のルートでは手に
入らない優れた食材を探求しているお寿司屋さんです。

戻り鰹の塩たたきとなめろう
簡単！絶品料理で舌鼓

大槌湾、三陸沿岸域の食素材を使った料理を提案していきます。

　カツオは南の海で生まれた
後、長距離回遊し、春には日
本周辺まで来遊します。この
時期のカツオは「初鰹」とよ
ばれ、身に脂が少なく、さっ
ぱりとした味わいです。秋に
なると、三陸沖の餌の豊富な
海域で、脂肪を蓄えたカツオ
が南に回遊します。この時期
のカツオを「戻り鰹」といい
ます。そのため、戻り鰹の身
はトロのようなおいしさです。
この肉質の変化は、食べた餌
の量に由来するとされますが、
体についた脂肪の原因を考え
るためには、運動にも目を向
ける必要があります。
　そこで、カツオに小型の記
録計を装着して運動量を測る
と、南の海では深度 200m ま
での潜水を繰り返し活発に遊
泳していたのに対し、北上す
ると運動量が低下し、一日の
大半を表層 10m以浅で過ごす
ことがわかってきました。
　なぜ、ずっと表層にいるの
でしょうか？カツオが潜った
時の水温を調べると、すぐ下
には冷たい水温が広がってい
ました。そのため、一瞬の潜
水でも、すぐに浮上しなけれ
ば死の危険を伴うのです。大
半を表層で過ごしていたのは、
冷たい水温を避けるための行
動だったのでした。こうした
行動も戻り鰹の脂肪蓄積に繋
がっていたのです。

カツオについて
東京大学大気海洋研究所 
博士課程 3 年 青木 良徳

　

修
業
時
代
、
カ
ツ
オ
の
鮨

は
な
か
っ
た
。
色
変
わ
り
が

早
く
、
酸
味
が
強
く
て
鮨

に
は
向
か
な
か
っ
た
と
思

う
。
今
は
冷
蔵
設
備
や
配
送

方
法
が
良
く
な
っ
て
、
初
夏

の
さ
っ
ぱ
り
し
た
初
鰹
、
秋

の
脂
の
の
っ
た
戻
り
鰹
が
新

鮮
に
味
わ
え
る
。
便
利
な
世

の
中
に
な
っ
た
も
ん
だ
ね
。

色
々
な
カ
ツ
オ
料
理
が
全
国

に
あ
る
け
ど
、
中
で
も
塩
タ

タ
キ
は
、
カ
ツ
オ
の
味
を
引

き
立
た
せ
る
こ
と
う
け
合
い

だ
よ
！
そ
の
ほ
か
、
漬
け
汁

に
つ
け
、
ネ
ギ
、
い
り
胡
麻

な
ど
と
一
緒
に
、
酢
飯
や
白

飯
に
混
ぜ
合
わ
せ
た
手
こ
ね

寿
司
は
簡
単
で
旨
い
ぞ
！

❶ 両面に塩を
よくふる。

❷ 皮目をよく焼き、身はさっと
あぶる。身は白っぽくなったら
OK！

❸ 厚めに切り、半分に
切れ目を入れたら、お
好みにより、ニンニク
スライスをはさむ。

なめろう・バリエーション
○冷や汁　みそとしょうがを多めに入れたなめろうをどんぶりにのせ、氷と水を注いでサッパリ！
　　　　　（冷や汁でなく、アツアツご飯にのせても good.）
○さんが焼き　なめろうを小判型にまとめ、軽く小麦粉をはたき、両面を焼く。お弁当にもどうぞ。

塩たたきの場
合、火からおろ
したら水にはつ
けない。

POINT!
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包丁は下までと、半分までと
を交互に入れていく。

材料（※5 枚におろしたカツオを使って下さい）
塩たたき
● カツオ―皮付き（血合い付きでも OK）　1 柵　
● 粗塩　● ニンニクスライス（お好みで）
なめろう
● カツオ―皮なし・血合いなし　1 柵　
● 薬味と調味料
・みそ 25g・おろししょうが 20g・刻みね
ぎ 15g・ニンニク 1 片（みじん切り）

はま
さんのつぶやき

作り方

第
七
回

串に刺したり網にのせて
焼いて下さい。もし藁が
あれば、藁焼きにすると
絶品！

❹ できあがり！
塩たたき

なめろう
❶ カツオを細かく切り、
包丁の背も使ってよく
たたき、潰す。

❷ 薬味と調味料を入れ、粘り気が出るくらい
混ぜ合わせる。

❹ できあがり！

❶・❷とも包丁の背
も使い、よくたたい
て、混ぜ合わせてね。

POINT!

刻みねぎ みそ ニンニク
みじん切り

おろし
しょうが


