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茨城県自然博物館第�次総合調査報告書

はじめに

　平成��年��月に茨城県南部に台風��号が上陸し，

送電線の鉄塔が倒れるなどの被害が出た．その際，海

からの大量の海塩粒子が陸に運ばれ，農作物にも大き

な被害が出た．また，海に近いところでは，自動車な

どの金属が錆びやすいのはよく知られている事実であ

る．本研究は，海からもたらされる海塩粒子の量を，

簡単な方法を用い広範囲にわたって測定する方法を研

究するとともに，それによって茨城県の沿岸地域の大

気中の海塩粒子の量を実際に測定することを目的とし

た．

調査研究の経緯

　平成��年度から，塩害等の原因となる海塩粒子に

ついて研究を進めてきた．平成��年度は亜鉛板を大

気中にばく露させ，錆による重量増加を測定する方法

を用い，海塩粒子の量を測定した．海岸線から遠ざか

るにしたがって，錆による重量増加は指数関数的に減

少する傾向が見られたが，これが海塩粒子によるもの

か，それとも湿度によるものかは特定ができなかっ

た．これより直接海塩粒子そのものを測定する必要性

があることがわかった．平成��年度は，スライドガ

ラスにグリセリンを塗布して，空気中にばく露し，ス

ライドガラスに付着した海塩粒子を顕微鏡によって測

定する方法について研究したが，海塩粒子を特定する

ことが難しく，失敗に終わった．��年度は，木わくに

ガーゼを張り，ガーゼに付着した塩分量を塩素計を用

いて測定する方法により観測を行った．

観測地域

　北茨城市，高萩市，十王町，日立市，東海村，ひた

ちなか市，常陸太田市，水府村，金砂郷町，茨城町，

旭村，大洋村，鉾田町，鹿嶋市，北浦町，玉造町，潮

来市に設置した計���箇所（図�）．

観測期間

　平成��年��月��日から��月��日までの��日

間．

観測の方法（JIS H 0521「アルミニウムおよびアル

ミニウム合金の大気腐食実験方法）

�����捕集器具

　図�に示す��×�����の木製の外わくに，外側��

×�����捕集窓��×�����の内わくをはめこみ式に

したものを用いる．捕集面積は，両面をとり�������

とする．

県太平洋沿岸地域の大気中の海塩粒子について
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図��．�実験装置．



�����ガ�ゼの調製

　ガーゼは��×�����の大きさに切り，純水で十分

に洗って塩素分を浸出させた後，よく乾燥させて，使

用時までポリエチレン袋に入れて保存する．

�����ばく露方法

　ガーゼを二つ折りにしてわくにはめ，これを直接雨

の当たらない通風の良い所に鉛直に設置する．期間と

しては��日を基準とする．一定時間ばく露したのち，

ガーゼをわくからはずし，ポリエチレン袋に入れて分

析室まで運ぶ．

�����試験溶液の調製

　ガーゼを細かく切断したのち，純水�����を加えて

水浴中で��分間加温する．冷やしたのち，ろ紙〔���

������（ろ紙）の�種〕を用いてろ過し，さらに純水

でろ紙を洗うように追加し，�����のろ液をつくる．

これを試験溶液とする．

�����塩素イオン濃度の測定

　電気式塩素イオン濃度計を用い，試験溶液の塩素イ

オン濃度を測定した．使用した塩素イオン計の性能は

以下に示すとおりである．

測定範囲　�～���������

精　　度　�����±������

測定方式　固定膜塩素イオン電極法

　なお，ポリエチレン袋に保存したガーゼについて，

同様に操作し，空試験値��を求める．

�����計算

　大気中の海塩粒子の濃度は�（�������	���）は次　

の式から算出する．

　ここに，���：�試験溶液中の塩素イオン濃度（����）

���：�空試験溶液中の塩素イオン濃度（����）

��：�捕集材のばく露日数

観測の結果

　観測の結果は表�に示すとおりである．

�
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距離（��）
海塩粒子の
量（�������）

塩素イオン
濃度（����）

地　　名
観測点
番号

���������日立市久慈町�

����������日立市東町�

����������日立市諏訪町�

���������日立市桜川町�

����������日立市滑川町�

���������日立市諏訪町�

����������日立市高鈴町��

���������常陸太田市幡町��

����������日立市石名坂町��

����������金砂郷町大里��

����������高萩市島名��

����������日立市三ヶ野原町��

����������北茨城市大津町��

���������北茨城市大津町��

����������日立市大甕町��

���������常陸太田市真弓町��

����������日立市日高町��

����������日立市金沢町��

���������ひたちなか市足崎��

���������日立市城南町��

���������日立市田尻町��

���������日立市森山町��

����������ひたちなか市磯崎町��

���������北茨城市中郷町��

���������北茨城市中郷町��

���������北茨城市磯原町��

���������東海村村松��

���������常陸太田市大森町��

���������日立市末広町��

���������日立市かみあい町��

���������ひたちなか市足崎��

����������日立市西成沢町��

�����������日立市旭町��

���������高萩市高萩��

���������日立市久慈町�丁目��

���������北茨城市華川町��

���������日立市高鈴町��

���������日立市相田町��

���������高荻市東本町��

���������日立市西成沢町��

����������北茨城市磯原町��

���������常陸太田市内田町��

���������日立市日高町��

����������十王町友部東��

���������北茨城市華川町��

����������久慈郡水府村��

���������日立市中丸町��

���������日立市川尻町��

����������日立市東大沼町��

���������ひたちなか市高野��

����������ひたちなか市はしかべ��

���������日立市久慈町��

���������日立市台原町��

����������日立市西成沢町��

����������日立市田尻町��

表��．�海岸からの距離と海塩粒子の量．



考　察

　塩分量の分布図を作成し，観測結果をもとに，距離

と塩分量の関係をグラフ化した（図�，図�）．比較的，

地形の起伏のある県北部では，海塩粒子が内陸部まで

運ばれにくく，海岸からの距離が大きくなるにつれて

海塩粒子の量が少なくなっている．一方，地形が平坦

な県南部では海岸からの距離が大きくても，海塩粒子

の量が多い測点が多く見られ，海塩粒子が内部まで運

ばれやすい傾向が見られる．

　県北地域で，海塩粒子が内陸まで運ばれにくいのは，

海陸風のメカニズムから考えて，海風は地表付近を吹

くので，

①標高の高いところは障害になって通りにくい

②丘陵を越えるときに雲ができて，海塩粒子が，凝結核

として使われてしまう

等の理由で，風下側の海塩粒子の量が少なくなると考

えられるが，この調査では，データが不足しているの

で，詳細について検討するのは難しい．今後，風速の

データ等と対応させて，さらに検討する必要があると

思われる．

－　���　－

県太平洋沿岸地域の大気中の海塩粒子について

距離（��）
海塩粒子の
量（�������）

塩素イオン
濃度（����）

地　　名
観測点
番号

���������日立市森山町��

���������日立市森山町��

���������常陸太田市常福地町��

����������北茨城中郷町汐見ヶ丘��

����������東海村船場��

���������北茨城市中郷町上桜井���

���������大洋村梶山���

����������鹿嶋市明石���

����������大洋村台濁沢���

����������玉造町沖洲���

����������旭村造谷���

����������鹿嶋市津賀���

������������茨城町秋葉���

����������旭村樅山���

����������旭村上木田���

����������鉾田町串挽���

���������鉾田町秋山������

���������鉾田町当間�������

����������潮来市釜谷���

����������鹿嶋市宮中���

����������鉾田町野友���

���������鉾田町徳宿���

����������鹿嶋市中地区���

������������鹿嶋市平井���

������������鉾田町大竹���

���������大洋村下沢���

����������鉾田町鉾田���

����������鹿嶋市宮中���

�����������潮来市宮前���

����������旭村子生���

����������鹿嶋市平井���

����������大洋村上沢���

����������玉造町���

����������北浦町小貫���

����������大洋村江川���

����������鉾田町菅野谷���

���������鉾田町当間���

����������大洋村飯島���

����������鉾田町鉾田���

����������鹿嶋市中���

���������鹿嶋市大船津���

����������鹿嶋市志崎���

���������鹿嶋市志崎���

����������大洋村汲上���

���������鹿嶋市志崎���

����������大洋村上沢���

����������鹿嶋市平井���

����������鹿嶋市神野���

����������大洋村台濁沢���

������������鹿嶋市志崎���

�����������鉾田町青柳���

����������鹿嶋市志崎���

���������鹿嶋市志崎���

���������鹿嶋市志崎���

�������������平均値

図��．�海岸からの距離と海塩粒子の量の関係（県北部）

図��．�海岸からの距離と海塩粒子の量の関係（県南部）



まとめ

　平成��年度から，大気中の海塩粒子の量を簡単に

広範囲で測定する方法を研究してきた．その結果，

ガーゼを木わくにはめこみ，��日程度，屋外にばく露

する方法が適当であることがわかった．さらに，平成

��年��月��日から��月��日の��日間，県の沿岸

地域���箇所において，大気中の海塩粒子の量を測定

した．その結果，県の北部では，海塩粒子は比較的海

に近いところに留まるのに対して，県の南部では，か

なり海岸から遠いところまで海塩粒子が運ばれている

様子がわかった．これが，地形的なものであるのか，

気象条件による違いなのかは，さらに調査を進める必

要がある．
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