
有明海では����年初冬から����年初春にかけて発生した珪

藻 (���������	�
�����
�
�����	
���) による大規模な

養殖ノリの色落ち被害に端を発し, 植物プランクトン, とり

わけ赤潮原因種の動勢に一段と注目が集まるようになってき

た１,２)｡ これを契機としてこれまで各県水産試験場や独立行

政法人水産総合研究センター等を通した調査研究成果が整理

されてきたが, それらは優占種のみの記述や属レベルの記録

であり, 有明海における植物プランクトンの種組成の全容を

把握するには不十分であった｡ また, 最近では諫早湾におい

て諫早干拓事業に伴う環境モニタリングが��年以降����年

に至るまで継続して実施され, その一部の期間で年間を通し

た出現植物プランクトン種構成が明らかにされている３)｡ し

かし, その報告においても記述内容は優占種が主であり, 付

随する種を含めた群集組成が十分に明らかにされてきたとは

いえない｡ 有害赤潮原因種には�������
�
のように赤潮

発生以前まで優占種とならず, またその存在にほとんど注意

が払われていなかった種もあることから, 有明海における植

物プランクトンの種組成を十分に把握しておくことは赤潮予

察に関連した調査研究の基礎的作業として重要である｡ さら

に植物プランクトンの種名に関しては, 最近の分類体系の再

構築に伴って従来用いられてきた属種名が変更されることも

多い４)｡ 本報告は有明海での異なった海域を秋季の短期間に

調査して種組成の比較を行い, 秋季の有明海全体での植物プ

ランクトン種構成を把握するとともに, 群集組成に差をもた

らす要因を推察する｡ 今後このような調査を異なった季節で

も実施して有明海における植物プランクトンの種組成の全容

を明らかにする｡
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�を垂直に曳いてプランクトンを採取した｡ ���１から���４

(����１) で, 往復 (�	月�
日と�	月��日) それぞれ一回ず

つの試料採取と水温, 塩分, 透明度, クロロフィルなどの環

境項目の測定を実施した｡ 採取した試料から約１��の海水

を船内で分取し, 倒立型野外顕微鏡 (��������������

��	���) を用いて即座に観察し, 優占種を確認するとともに

出現種のリストを作成した５～��)｡ 試料の一部をホルマリン固

定, 一部を生試料として研究室に持ち帰り, リスト作成を継

続するとともに, 優占種や分類上問題のあると思われる種に

ついて倒立型顕微鏡 (オリンパス��
	) を用いて写真を撮

影した｡ 植物プランクトンの出現リストの作成に当たっては,

往復で採取した試料を観察した結果, 往復の同一地点では植

物プランクトン群集組成に著しい違いが無かったので, 表に

はその両者の結果を合わせて表示した｡

�����

水温, 塩分, クロロフィル�の環境項目について整理し

た結果を����２に示す｡ また, 種組成を見るとすべての地点

で珪藻類が優占していた｡ 各地点での植物プランクトン優占

種は次のようであった (����３�４������１)｡
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今回の調査で確認した植物プランクトンは珪藻類,�属�-種

以上, 渦鞭毛藻類��属.�種以上, ラフィド藻類１属１種, ディ
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クチオカ藻類１属２種, ハプト藻類１属１種, エブリア藻類

１属１種, シアノバクテリア類１属１種 (種不明) であった

(�����１)｡ 今回同定できた種について既存文献によると,

それらの出現環境は沿岸域から近海域で, 暖海域から温帯

域にかけてであり, いずれも有明海での出現に特異性は認

められない (�����２)｡ また今回同定された種の中で, 現

在までに他海域で赤潮原因生物とされた種は珪藻類では９

種以上 (既存の報告では種まで同定されていない場合もあ

る), 渦鞭毛藻類では��種以上, ラフィド藻類, ディクチオ

カ藻, ハプト藻ではそれぞれ１種が確認された｡ そのうち,

珪藻類では���������	
�����, ���	�	��������������,

渦鞭毛藻類では������	������������������ �����

(�	
����
�) ����
��������	������������� �����

(�	
����
�) ����
����ラフィド藻類では����	��������

����(���
�	������) ��
���	�	�
�は有明海でも過去

の赤潮原因種である｡ 従って他海域で赤潮原因生物とされてい

る種は今後有明海でのモニタリング対象種とされるべきである｡
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植物プランクトンでは���１から���４のすべての採集地点で
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珪藻類が優占していた (�����１)｡ また����������	属の一

部の種を除きほとんどの珪藻種が細胞密度は異なるものの,

すべての採取地点で確認された｡ 優占種は採取地点ごとで異

なっていた｡ 各地点のクロロフィルａ量は有明海湾奥部の���

４では湾口部の���１のほぼ３倍あることから, 植物プランク

トン現存量は湾口部よりも湾奥部に多いことがわかる｡ 優占

種を見ると, 湾口部の���１では
����������		������	や

�����		����������	�������	であったのに対し, 湾奥部の�

��４では����������		���������	���	であった｡ しかしこ

れは, ���４でも
�	������	や������	�������	の細胞数が

減って優占種が変わったのではなく, 植物プランクトン現存

量の示すように��	���������	���	の細胞数が���４に向か

うにつれて急に増加していたためにそれが優占種になってい

たことを意味する｡ このような群集組成の違いは水塊に対応

している｡ 	
月	�日の湾口部の���１から���３までは表層部

水温が���～���℃, 塩分�～��
であるのに対して, 湾

奥部の���４では水温����℃, 塩分
��であった｡ 	
月	�日の

湾奥部では水温����℃, 塩分���であり, ���４では河川水の

影響を受けていたことを示している｡

既存の文献に示されたこれらの種の分布記録をみると, 今

回出現した種の多くは暖水性沿岸域に分布する (�����２)｡
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シナ海域より搬入された可能性が考えられる｡ しかし, 今回

の調査では��������	
�������	��������	
��などは湾奥

部での優占種となっており, 当該海域に周年にわたって生息

している可能性も否定できず, その確認のためには年間を通

した詳細な調査が必要である｡
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調査実施日の����年��月��日から��日には, 有明海湾奥部

で渦鞭毛藻����������	
��	��を原因種とする赤潮が発生

しており, 湾奥部入り口の��	４では���	
��	��が渦鞭毛藻

中では優占していた｡ 渦鞭毛藻は, 湾口部と湾奥部で構成種に

違いがみられた｡ 湾口部では渦鞭毛藻の種数, 細胞数ともに少

なく, 出現種は�������� �����と��	��������������がほ

とんどを占めていた｡ しかし湾奥部 (特に��	４) では細胞数

は多くないものの種数が大幅に増加し, 湾口部でみられた種

に加えて赤潮原因種である���	
��	��や珪藻類を主たる

餌料生物とする従属栄養の�����������	���属や
��������

類の種が多くみられた｡

	
�������������	
��	�����

湾奥部入り口に位置する��	４では, ��月��日の夜間にお

いても��
を用いた環境観測を行った｡ この近くの海域で

は前述した���	
��	��の赤潮が発生していたため (���	

１), ��	４で�����に行った表層から３�４�の垂直引きネッ

トサンプルでは同種が多く確認された｡ しかし, �����に行っ

た表層から３�４�の垂直引きネットサンプルでは, �

��	
��	��の遊泳細胞はほとんどみられなかった｡ この状況

は２時間後の�����に行った観察でも同じであった｡ そのた

め, ��
観測結果に示されたクロロフィル相対量の極大が

記録された水深���付近の海水をバンドーン採水器で採取し,

観察したところ比較的多くの���	
��	��が確認され, 優

占種となっていた (���	５)｡ これは, ���	
��	��が夜間

に海水中を下降する垂直移動を行っていることを示している｡
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本報告の成果は����年��月��日から��日にかけて長崎大学

水産学部附属練習船鶴洋丸を活用して実施された長崎大学水

産学部３年生海洋環境科学コースの乗船実習中に採取した試

料に基づいている. この航海でお世話になった鶴洋丸船長の

秋重祐章船長をはじめ乗組員の方々, 実習指導を共に行った

中田英昭教授, 石坂丞二教授, 鈴木利一助教授, 実習補助の

方々, 海洋環境科学コース学部３年生のみなさんに感謝しま

す. 本文の取りまとめにあたっては, 科学研究補助金基盤研

究 (�) ｢有明海の環境変化が漁業資源に及ぼす影響に関す

る総合研究：課題番号��������｣ の一部, 及び長崎県産業振

興財団との共同研究 ｢海洋環境モニタリング｣ の一部を使用

した.
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