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1）宮城県沿岸における漁場環境調査 
  （気仙沼湾、志津川湾、追波湾、長面浦、雄勝湾、女川湾、鮫
浦湾）  
   調査船等での水質・底質環境の定期調査 
     自動観測ブイ等によるリアルタイム海況情報の提供 

     海底地形や瓦礫分布調査 
 
2）宮城県沿岸における生態系保全調査 
  （志津川湾、女川湾、牡鹿半島西岸狐崎、仙台湾） 
   岩礁生態系調査（海藻群落、磯根資源動態等） 
     漁業生物の遺伝学的調査 
     農薬等汚染物質の調査方法の開発 
 

3）宮城県沿岸における漁業生物および干潟生物調査 
  （女川湾、牡鹿半島周辺、蒲生、名取広瀬河口、仙台湾南部） 
   魚貝類資源動態と漁場環境調査 
     干潟生物の変遷状況とメタ個体群解析 
 

4）宮城県沿岸における増養殖漁場環境と水産増養殖技術の開発 
   （雄勝湾、女川湾、万石浦）     
    有害物質の化学的モニタリング調査 
     養殖貝類成育調査 
       貝類種苗生産と魚類育成の高度化技術の開発  

    
5）岩手県南部における海洋環境の現状調査（北里大学） 
  （越喜来湾、大船渡湾） 
   水質・底質環境、岩礁付着生物、魚類相、有害ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ   



2011.3.11 

女川● 
仙台● 

2011年3月11日 

東北太平洋沿岸に 

大地震と大津波が襲来 



12.Mar.2011 
震災翌日の女川町中心部の様子 

電車 

大型漁船 

JR女川駅跡 

町役場跡 



.  
女川港への重油の流出 女川湾港防波堤へ喪失 

防波堤へ破壊 



女川湾では、ホタテ 
カキ、ギンザケなど 
殆どの養殖施設が 
瓦礫になりました 



東北の豊かな海が、大きく変わりました。 

多くのウニやアワビの逸散 アラメ海中林の破壊 岩礁での砂泥の堆積 

震災前 

震災後 



越喜来湾 （環境・生態） 

大船渡湾（環境・生態：貝毒） 

気仙沼湾（環境・生態） 
  宮城県(環境・生態・漁業：貝毒） 

志津川湾 （環境・生態・増養殖・ブイ 
        ：ウニ・アワビ・ワカメ） 

雄勝湾（環境・生態・増養殖：ホタテ） 

女川湾（環境・生態・増養殖・漁業・ブイ 
  ：ウニ・ナマコ・アワビ・カキほか） 

仙台湾 
宮城県(環境・生態・漁業） 
 

牡鹿半島3地点（環境・生態・増養殖） 

万石浦 

蒲生干潟（環境・生態：干潟利用） 

山元町地先（環境・生態・増養殖：ホッキガイ） 
 

名取広浦（環境・生態・増養殖：シジミ・アサリ・アユ） 

追波湾 （環境・生態：ワカメ） 

課題1：漁場環境の変化プロセスの解明 

１．漁場環境調査 

２．生態系保全調査 

３．漁業生物および干潟生物調査 

４．増養殖環境調査と 
      水産増養殖技術の開発 

５．岩手南部の海洋環境の現状調査 

６．アウトリ-チ活動 

鮫浦湾（環境・生態・増養殖：ホヤ） 

東松島 
（環境・生態・増養殖：アサリ・カキ・干潟利用） 

北里大学 

東北大学 

東 
北 
大 
学 
グ 
ル 
 Ｉ 
プ 

長面浦 （環境・生態・増養殖・ブイ：カキ） 





> 35000 15000 - 25000 

5000 - 15000 

25000 - 35000 < 5000 

ND 

ND 







リアルタイム観測体制の整備と情報提供 

携帯での情報受信 

パソコンからの海況情報の公開 
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送水ホース 

ウィンチ 

 曳 索 
（巻き上げワイヤー） 

高圧ポンプ 

GPS 

瓦礫残留漁場での新しい貝桁網漁法の開発 

噴流式貝桁網 

曳 索 

破損した従来型
貝桁網 

赤点（・）が瓦礫、青丸（○）が瓦礫の少ない水域 







被災地で始まる新しい漁業の形 

Science Window夏号(取材・文／漆原次郎 イラスト／阿波谷惠里） 
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女川フィールドセンター 
復興予想図 

これからも東北復興・日本復興の先導を目指して 
TEAMSは全力で活動に取り組んでまいります。 

http://www.i-teams.jp/ 

http://www.agri.tohoku.ac.jp/teams/index.html 


