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沿岸生態系：環境をつくる生物 

• 海草の藻場 
 

• 海藻の藻場 
 

• サンゴ礁 
 

• マングローブ 

http://www.biology.duke.edu/bio
217/2002/fish/habitat.html 

Ecosystem Engineers 



沿岸生態系の役割：海草の例 

海洋生物の生息場（産卵場、生育場、摂餌場） 
－＞ 生物多様性 
 
一次生産者としての役割 
 

環境形成作用（波や流れを弱める作用、浸食を
防ぐ作用、栄養塩の取り込み、ＣＯ２取り込み、
Ｏ２供給） 
 



ブルーカーボン Blue carbon 

塩性湿地、サンゴ礁、海藻・海草藻場、マング
ローブ林 

食料の供給、レクレーション、気候変動の緩和 

 

 

塩性湿地、海草藻場、マングローブ林 

ＣＯ２の貯蔵  

 これをBlue carbonとよぶ 

 
http://www.habitat.noaa.gov/coastalbluecarbon.html 



沿岸生態系(Blue Carbon) 生態系の全球分布 

http://thebluecarboninitiative.org/ 



• Gas regulation 
• Climate regulation 
• Disturbance regulation 
• Erosion control and sediment retention 
• Nutrient cycling 
• Waste treatment 
• Refugia (spawning and nursery grounds ) 
• Food production 
• Genetic resources 
• Recreation 
• Cultural 

 

Ecosystem services of habitats 

Costanza et al. (1997) 
Costanza et al. (1997)はこれらの生
態系サービスを貨幣価値で評価 



地球全体における各バイオームの生態系サービス 

 
バイオーム 

面積 
(ha x 106) 

単位面積の価値 
($ha-1 yr-1) 

全球の価値 
($yr-1 x109) 

河口域 180  22,832  4,110  

藻場  200  19,004  3,801  

サンゴ礁  62  6,075  375  

塩性湿地/マングローブ 165  9,990  1,648  

大陸棚 2,660  1,610  4,283  

沿岸域バイオーム全体               3,267  4,352  14,217  

      

熱帯林 1,900  2,007  3,813  

温帯林・寒帯林  2,955  302  894  

森林バイオーム全体 4,855  970  4,707  

Costanza et al. (1997) Nature, 37, 253-260 



持続的開発目標 14 
Sustainable Developing Goal 14 

On September 2015, UN member states adopted  the 
Sustainable Development Goals as defined in 
Transforming Our World - the 2030 Agenda for 
Sustainable Development 

SDG 14 Life below water 
Conserve and sustainably use the 
oceans, seas and marine resources 
for sustainable development 



沿岸生態系マッピングの必要性 

• 沿岸生態系は海洋生物の生息域や高い一次
生産の場であり、食料供給、生物多様性、栄養
塩のリサイクルの上で重要 

 

• 埋め立て、ダムなど環境改変による 

   沿岸生態系の減少、温暖化による変化 

 

 

• 沿岸生態系の保全のためには広範囲かつ 

    継続的な分布の監視が必要 

 

・ 政策決定者や漁業者，住民にどこにどのような
沿岸生態系が分布しているのかを知らせること
でそれらの保全をすすめることが必要 

 

埋め立て 

磯焼け 

アマモ場 



社会の持続的な発展には沿岸生態系の保全は不可欠 

沿岸生態系の保全に必要なこと 

    現状を知る 

    変化の原因を調べる 

    減少を止める 

    修復する 

 

沿岸生態系の正確な把握が必要 

    日本では環境省生物多様性センター 

      各県の担当者による聞き取りデータなどが中心 

    東南アジアでは分布情報の十分な整備は進んでいない 

 



 全球の沿岸生態系ベースマップ → 広い観測幅と安価な画像 

 藻場生態系は数メートルのパッチ状分布 → 高い地上分解能 

 海面下の沿岸生態系では水柱による光の減衰 → Coastal 
band と高い量子化分解能 

 Ground truthの位置と整合する位置精度 → 高い位置精度 

 

沿岸生態系のマッピングに必要なセンサの要件 



水中における光の減衰 

Patterns of light penetration into water. 
Source: Tom Morris, Fullerton College. 
 

Coastal bandの重要性 
WorldView2,3   LANDSAT 8OLI 



衛星センサー 
(Band number) 

WorlView-3 LANDSAT 8 OLI 先進光学衛星 

Resolution 1.4 m 30 m 3.2 m 

Coastal  (µm) 0.40 – 0.45 0.43 - 0.45 0.40 - 0.45 

青 (µm) 0.45 – 0.51 0.45 - 0.52 0.45 - 0.50 

緑 (µm) 0.51 – 0.58 0.53 - 0.60 0.52 - 0.60 

黄 (µm) 0.59 – 0.63 

赤 (µm) 0.63 – 0.69  0.63 - 0.68 0.61 - 0.69 

Red edge (µm) 0.71 – 0.75  0.69 - 0.74 

近赤外1 (µm)  0.77 – 0.90  0.85 - 0.89 0.76 - 0.89 

近赤外2/SWIR (µm)  0.86 – 1.04  1.56 – 1.66 

量子化ビット数 11 12 11 

観測幅 (km) 13.1  185 70 

Coastal bandとRed edgeの追加、11ビット化、広い観測幅  

期待される先進光学衛星センサー 



リモートセンシングによる 
東南アジアおよび北東アジアの藻場マッピング 

日本学術振興会 （東京大学海洋研究所、大気海洋研究所） 
  2001年から2010年 
    拠点大学方式 東南アジアの5か国と 「沿岸海洋学」 
  2011年から2015年 
   Asian Core Progam 東南アジアにおける沿岸海洋学の研究教育ネットワーク構築 
  2016年から2018年 
   Core-to-Core Program 東南アジア沿岸生態系の研究教育ネットワーク 
 
UNESCO-政府間海洋学委員会西部太平洋地域委員会 ２２か国 
       2010年から 
                      Ocean Remote Sensing Project 
 
UNEP-北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP） 日本、中国、韓国、ロシア 
   2014年から 

Case  studies  on  seagrass  mapping  in  the selected sea areas in the NOWPAP 
region 



ＵＮＥＳＣＯ 
Intergovernmental Oceanographic 

Commission (IOC) 

- Established in 1960 in UNESCO with Functional Autonomy  

- UN body for ocean science, observation, and services 



IOC Sub-Commission for the Western 

Pacific and Adjacent Regions 



Programmatic areas and Priorities  

Understanding Ocean processes and Climate  

Ensuring Marine Biodiversity and Sea Food Security 

Health of Ocean Ecosystems 

Ocean Observations 

and Services 

Marine Science and 

Applications 

Capacity 

Development 



WESTPAC International Scientific Symposia 

IOC Regional T& 

R Center on ODC 

WESTPAC Session 

Ocean Observations 
& Services 

NEAR-GOOS 

SEAGOOS 

Marine Science 
& Applications 

Harmful Algal Bloom 

Marine Toxins & 
Seafood Safety 

Ocean Remote Sensing  

Response of Marine 
Hazard to CC 

Fluvial Sediment 
Supply to SCS 

Marine Alien Species 

Coral Reef under Climate & 
Anthropogenic Purturb. 

DNA Taxonomy, and 
restorations of Coral reef 

Working Groups 

WG001:Impact of Asian 

Dust on Marine Ecosystem 

WG002:Regular Process 
for GRAME 

Capacity Development 

Training & 
Research Centers 

Specific  trainings  
under projects 

WESTPAC Office, Bangkok 

MOMSEI 

Ocean Forecasting 
Demonstration 

WG 003: Mapping the 
Harmful Jellyfishes 

WG 004: Marine Renewable 
Energy Technology  

Air-Sea Interaction in the Kuroshio 
Extension and its climate impact 

WESTPAC Advisory Group 

May 2012- May 2015  

Structure 

May 2012 – May 2015: 

2150 participants 

      1 international scientific symposium  

      2 intergovernmental sessions 

      4 joint cruises  

    17 trainings/summer schools  
    38 regional science workshops 



ORSP for habitat mappingの成果 

Sanriku 



Capacity development of ORSP 
Participants from WESTPAC 



UNEP-NOWPAP 



UNEP-NOWPAP 



NOWPAP Expert Meeting in Toyama on 24 
August 2015 



科学技術外交のツールとしての 
先進光学衛星 

• 世界のブルーカーボン見積もり 
• アジアおよび世界の沿岸生態系監視 
• リモートセンシングに関する能力開発 
• 統合的沿岸域管理への貢献 

ＳＤＧ14の実現 
地球温暖化監視 



沿岸生態系マッピング分野における
非商業衛星としての先進光学衛星
への期待はASEAN諸国を含め 

非常に高まっている 

日本の目に見える国際貢献として
も先進光学衛星は非常に重要 



ありがとうございました 

Healthy ocean  for future generations 


