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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
鉄は微細藻類を含めほぼすべての生物に必要な微量金属である。陸域から供給される鉄は、沿岸域における高い

生物生産性を維持する上で重要と考えられている。一方、三陸沿岸では鉄分が不足することにより一次生産が制限さ
れているとの懸念があり、また流域によっては鉄動態が下水処理排水等の流域人間活動に影響を受けている可能性
もある。本研究では、宮城県南三陸町志津川湾において鉄の生物利用性や藻類増殖に影響を及ぼす鉄の酸化反
応、ならびに藻類による鉄摂取を調査することで、沿岸域における化学動態と生物利用性を解明することを目的とし
た。志津川湾と流入河川において、溶存鉄と溶存有機物（鉄の結合リガンド）の動態ならびに特性を分析するための
野外調査を実施した。採取した種々の試料（海水、河川水、湧水、田面水、浄化槽排水等）について、鉄の酸化動態を
ケミルミネッセンス法で分析した。その結果、淡水域と異なり沿岸域では微細藻類が生産する自生有機物が鉄の酸化
反応を減速させていることが明らかとなった。鉄の酸化反応は生物利用性の高い第一鉄濃度を低下させるため、この
結果は藻類由来有機物が沿岸域での鉄の生物利用性を高めていることを示している。また、排水に含まれる人為由
来溶存有機物は脂肪族含有量が高く、鉄の酸化速度が高い傾向が得られた。従って、人為由来溶存有機物が鉄の化
学形態や生物利用性に影響を及ぼしていることが示唆された。さらに、志津川湾で採取した珪藻の増殖試験から、溶
存鉄の半飽和定数が 1.8 nM と算定された。湾奥では、常にこの値を超える溶存鉄濃度が確認されたが、湾央や湾外
の表層で 1.8 nMよりも溶存鉄濃度が低くなることがあったため、湾央や湾外の表層で鉄による増殖制限が生じている
可能性が示された。以上より、本研究では鉄が沿岸域藻類増殖に及ぼす影響が定量的に示され、当該知見は陸と海
の繋がりにおける物質動態の解明に貢献するものと考えられる。 
 
 

キーワード ＦＡ 三陸沿岸 鉄の化学動態 一次生産 森と海のつながり 
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欧文概要 ＥＺ 
Iron is an important micronutrient for the growth of phytoplankton. Terrigenous iron transported to 
coastal water is considered an important source of iron in coastal water to maintain higher primary 
production. However, phytoplankton growth limitation due to the lack of iron in the Sanriku coast is 
social and environmental concerns. In addition, iron dynamics in coastal water may be influenced by 
watershed human activities including discharge of wastewater effluents. This study, therefore, aimed 
to investigate the iron transformation kinetics and bioavailability by extensively examining iron 
oxidation kinetics and iron uptake by phytoplankton in the Shizugawa bay of Minamisanriku Town (Miyagi 
prefecture). The field investigation was conducted to analyze the characteristics of dissolved iron 
and dissolved organic matters (DOM, iron-binding ligand) in the Shizugawa bay and its inflowing rivers. 
A range of water samples (including coastal and river waters, spring water, irrigation water and 
wastewater effluents) were collected and subjected to measurement of iron oxidation kinetics using 
chemiluminescence technique. Consequently, autochthonous organic matters produced by phytoplankton 
decreased iron oxidation rate in coastal waters. Since iron oxidation is known to reduce biologically 
available iron form (i.e., ferrous iron), the obtained results indicated that organic matter production 
by phytoplankton resulted in increase of iron bioavailability by phytoplankton. In addition, wastewater 
effluents were found to contain aliphatic organic matters which accelerated oxidation rate, suggesting 
the potential impact of anthropogenic organic matters to iron kinetics and bioavailability in coastal 
waters. The incubational growth experiment using indigenous phytoplankton in the Shizugawa bay indicated 
that half-saturation constant for dissolved iron was 1.8 nM. Dissolved iron concentration in the inner 
bay always exceeded this value, whereas coastal waters in the center and outside of the bay, in some 
cases, contained dissolved iron concentration less than 1.8 nM, suggesting the potential limitation 
of phytoplankton growth due to low iron availability. Overall, this study quantitatively indicated the 
effect of iron on growth of coastal phytoplankton with the results being useful for understanding of 
elemental cycle in terms of the connection of terrestrial area and primary production in coastal water. 

 


