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S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

（持続可
か

能
のう

な開発目標）は、国連が発表した全人類の目標です。
もともと英語で書かれました。日本語へは外

がい

務
む

省
しょう

などが訳
やく

しています。
その訳文には、むずかしい言葉がつかわれています。
とくにターゲット（→p7）は、もっと難

なん

解
かい

です。でも……。

S
エ ス

D
ディー

G
ジ ー ズ

s目標14 のロゴマーク1

国連はS
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

のロゴマークをつくりました。そ
のなかには目標をあらわした短文が書かれていま
す。目標14は、英語では L

ラ イ フ

IFE B
ビ ロ ウ

ELOW W
ウ ォ ー タ

ATER 
で、日本語が「海の豊

ゆ た

かさを守ろう」。波形の下
に魚が示

し め

されたイラストがそえられています。

ロゴマークに示された短文は、標語のようなも
のですから、「海の豊かさを守ろう」は、英語の 
LIFE BELOW WATER を日本語に訳したもので
はありません。

海の豊
ゆ た

かさを守ろう
持続可

か

能
の う

な開発のために海洋・ 海洋資
し

源
げ ん

を保
ほ

全
ぜ ん

し、持続可能な形で利用する。

LIFE BELOW WATER
Conserve and sustainably use 
the oceans, seas and marine 
resources for sustainable 
development.

英 語と日本語のロゴマーク

日本語英語

4
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英語の LIFE BELOW WATER の WATER と
いう単語は、ふつう「水」の意味。 LIFE が「命」
で、 BELOW は「〜の下の〜」と用いられます。
これら３つの単語で「水の下の命」という意味を
あらわします。これが日本語では「海の豊かさを
守ろう」となって、ロゴマークのなかに記された
のです。

英語の WATER という単語には、くわしくい
うと「空中・陸地に対する場所としての水中」と
か「海・川・滝

た き

・湖・池などの流水、海水」とい
う意味があります。だから、WATER を「海」
としたのでしょうか。翻

ほ ん

訳
や く

者
し ゃ

が、どうしてそうし
たのかは、 わかりません。 でも、 日本人には、「水
の下」というより、「海」というほうがわかりや

すいので、日本語のロゴマークでは、「海」とし
たといってもよいのではないでしょうか。

もとより、日本は四方を海にかこまれています
が、世界には、海のない国がたくさんあります

（「内
な い

陸
り く

国
こ く

」とよぶ）。
SDGsは、全人類の目標です。あらゆる国の人

にわかるように　LIFE BELOW WATER とされ
たのかもしれません。

WATER とは、川や湖、沼
ぬ ま

、井戸など、さま
ざま。よって、地球上のあらゆる水のなかの命を
守ろうというのが、SDGs目標14です。というこ
とは「海の豊かさを守ろう」と記された日本でも、
川や湖の豊かさも守らなければなりません。

命

～の下の

水

W
ウ

A
ォ ー タ

TER の意味
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海の生
せ い

態
た い

系
け い

4
地球では、1000万以上の種類の生物がいて、
それぞれがほかの生物とかかわりあいながらくらしています。
「生

せい

態
たい

系
けい

」とは、あらゆる生物とそれらがくらす自然環
かん

境
きょう

を
まとめていう言葉です。

海の生
せい

態
たい

系
けい

でも陸の生態系でも、生物はほかの
生物とかかわって生きています。動物は、食べた
り食べられたりの関係でかかわっています。これ
を「食物連

れん

鎖
さ

」といいます。
海には、植物プランクトンや海

かい

藻
そう

、それらを食
べる動物プランクトンがいます。また、動物プラ
ンクトンを食べる小魚がいて、それらをエサにし
ている大

おお

型
がた

の魚がいます。このように生態系は食
物連鎖でつながっているのです。
いっぽう、これらの生物の死がいやふんは、バ
クテリアによって分

ぶん

解
かい

され、植物プランクトンを
育てる栄

えい

養
よう

素
そ

となります。
このような食物連鎖のなか、たいていの生物は、
自分が生きていくためには、ふつう体重のおよそ
10倍のえさを食べなければならないといわれて
います。
たとえば、海のなかに見られる食物連鎖の場合、

体重100kgのマグロが生きていくためには、１t
のイワシが必要で、１tのイワシが、10tの動物
プランクトンを食べなければならない。そして、
10tの動物プランクトンは、100tの植物プラン
クトンを食べなければならないといったイメージ
となります。
こうしたイメージを図に描

えが

くと、右上のような
ピラミッド形になります。これが「生態系ピラ

ミッド」とよばれるイメージ図です。
もちろん、食物連鎖はそんなに単

たん

純
じゅん

なものでは
ありません。自然界では非

ひ

常
じょう

に複
ふく

雑
ざつ

で膨
ぼう

大
だい

な食物
連鎖がおこなわれています。しかし、その基

き

本
ほん

は、
上に記したピラミッドのような関係です。
このため、海の生態系ピラミッドのどこかに位

置する生物が絶
ぜつ

滅
めつ

してしまったら、それを食べる
魚にも食べられる魚にも影

えい

響
きょう

が出てしまいます。
そして、海の生態系ピラミッドがこわれることに
なります。逆

ぎゃく

に見ると、海の生態系ピラミッドが
こわれたら、そこにくらす生物に大きな影響が出
てきてしまうのです。

「食 物連
れ ん

鎖
さ

」と「生
せ い

態
た い

系
け い

ピラミッド」

植物プランクトン

動物プランクトン

小さい魚・イカ・カニ

大きい魚

14

海のゆたかさをまもろう_2巻.indd   14海のゆたかさをまもろう_2巻.indd   14 2023/01/18   13:53:592023/01/18   13:53:59

日光
酸素酸

さん

素
そ

光
こう

合
ごう

成
せい

光合成

海
かい

藻
そう

植物プランクトン

生物が生きていくには酸
さん

素
そ

が必要です。
酸素は、光

こう

合
ごう

成
せい

によってつくられます。
光合成といえば、植物、とくに熱帯林

のような大森林が地球に酸素を供
きょう

給
きゅう

して
いることが思いうかびます。
でも、海のなかでも光合成がおこなわ

れているのです。そもそも酸素は地球が
できたばかりのころは海のなかでつくら
れていました（→p11）。
太陽の光がとどく海中にくらす植物プランク

トンや海藻などは、水と二酸化炭素を取り入れ
て、水素と酸素に分解し、酸素の一部を海中へ
放出します。
いっぽう、その水素と酸素は、二酸化炭素中

の炭素と結びついて、炭水化物やたんぱく質
（有機物）をつくりだします。有機物が、食物連
鎖をとおして生物すべてのエネルギーの源

みなもと

にな
ります

海 中の光
こ う

合
ご う

成
せ い

光
こ う

合
ご う

成
せ い

と学校の授
じ ゅ

業
ぎょう

現
げん

在
ざい

、小学校の理科では、光
こう

合
ごう

成
せい

について教わ
るとき「光合成」という言葉を学習するとは限

かぎ

らな
い。だが、植物が太陽の光を受けてデンプンなど
の養分をつくりだすことは学習することになっている
（中学生では「光合成」として学習する）。このた
め、「植物は光によってデンプンなどをつくる働き
をする」と理

り

解
かい

しておくだけでもいい。

ストロマトライトとよばれる岩石は、いまから約 46億年前〜約６億年前の地
ち

層
そう

に
多く見られる。らん藻

そう

類の光
こう

合
ごう

成
せい

により排
はい

出
しゅつ

された粘
ねん

液
えき

と海中の鉄などが反
はん

応
のう

し、
堆
たい

積
せき

した。はるかむかし、光合成がおこなわれたことを証
しょう

明
めい

している。
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宇
う

宙
ちゅう

から見た地球は、
青くかがやいている。
地球の表面の ７ 割

わり
が

水でおおわれている
からだ。 地球に海が
できたからこそ、わた
したちも生まれること
ができた。

海の「豊
ゆ た

かさ」とは6
10ページに記したとおり、地球上の水のほとんどは海にあります。
すなわち、真水ではなく、海水となっています。
ということは、地球に大きな海があることそのものが、
また、大量の海水があること自体が
海の「豊

ゆた

かさ」だといえるのです。

地球には、海があったからこそ、生命
が誕

たん

生
じょう

して現
げん

在
ざい

のように多様に進化して
きました。人類は海と深くつながりなが
ら生きているのです。

ところが人類はというと、地球にあら
われた新参もの（→p13）であるにもかか
わらず、地球が自分たちのものであるか
のように、自分たちが生

せい

態
たい

系
けい

ピラミッド
の頂

ちょう

点
てん

にあるかのように、あえていうな
ら、支

し

配
はい

者
しゃ

であるかのようにふるまって
きました。
自分たちが豊かになるように、便利に

くらせるようにするあまり、海の生態系
（→p14）をこわし、そこにすむ生物をむや
みに取ったり食べたり、また、自然環

かん

境
きょう

を破
は

壊
かい

したりしているのです。
それでも、人類は、これまでのやり方

を反省し、見直そうとしています。なん
とかして地球を、人類を持続可

か

能
のう

にして

いこうと努力しはじめました。持続可能
な開発目標、すなわちS

エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

をつくって、
手おくれになる前に海を救おうとしてい
るのです。

海 をよく知ることが重要

羊水と海水

「羊水」とは、哺
ほ

乳
にゅう

類
るい

の胎
たい

児
じ

を包む羊
よう

膜
まく

の内部をみたしている液
えき

体
たい

のこと。胎
児を保

ほ

護
ご

する役
やく

割
わり

をしている。人類は、
この羊水の成分が海水とほぼ同じで、し
かも、人間のからだをつくっている構

こう

成
せい

元
げん

素
そ

が20億年ほど前からの現
げん

在
ざい

に続く
海水の元素の構成とたいへんよく似

に

てい
ることを知った。そして、人類と海とが
切っても切り離

はな

せない関係にあることに
気づいたのだ。

地球

20
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海についてよく知るということなら、次のことなども学んでおきたいことです。

海 の基
き

礎
そ

知
ち

識
し き

❶「水球」と「陸球」
地球の70％を占

し
める海だが、地球をいろいろな角度か

ら見たとき海の割
わり
合
あい
がいちばん大きい部分を「水球」、

陸の割合がいちばん大きい部分は「陸球」とよぶ。「水
球」ではおよそ90％が海、「陸球」でもおよそ50％と
なっている。

❷いちばん広い海
地球で一番広い海は、日本列島の東側に広がる太平洋。
面積はおよそ1.66億㎞２で、日本列島が400個

こ
以上入

る広さ。２番目が大西洋でおよそ8600万㎞２、太平洋
の半分の広さ。３番目がインド洋で約7300万㎞２。

❺海の深さ
地球上でいちばん深いところは、太平洋にあるマリア
ナ海

かい

溝
こう

の10920m。地上でいちばん高いエベレスト山
が8848mだから、それより深いことになる。大西洋
ではプエルトリコ海溝の8605m、インド洋ではジャ
ワ海溝の7125mがいちばん深い。海全体の平均の深
さは3800mで、富士山よりも深いことになる。

❻地球上の海水
海水の総量は約13億3800㎞3。海水の成分は、20億
年ほど前からほとんど変わりがない。

❸「大洋」「付
ふ

属
ぞく

海
かい

」「地中海」「縁
えん

海
かい

」
地球の海は、太平洋、大西洋、インド洋の３つの「大
洋」と、この３つの大きな海の「付

ふ
属
ぞく
海
かい
」とに分けられ

る。さらに、「付属海」は大陸に深く入りこんだかたち
の「地中海」といわれる海と、島や半島で大洋と区切ら
れているように見える「縁

えん
海
かい
」とにわかれる。ヨーロッ

パにある地中海や、アラビア半島とアフリカにはさま
れた紅

こう
海
かい
は地中海になる。また、日本海やアラビア海

は縁海とされる。

❹7つの海
「７つの海」ということがあるが、どの海をさすかは、
じつは時代によって変わる。中世には、南シナ海、ベ
ンガル湾

わん
、アラビア海、ペルシア湾、紅海、地中海、

大西洋をさしていたが、現
げん
在
ざい
は南太平洋、北太平洋、

南大西洋、北大西洋、インド洋、北極海、南極海とさ
れている。

❼日本列島の近くの海流
海流は海水の温度から暖

だん
流
りゅう
と寒流の2つにわけられる

が、日本列島の近海には暖流と寒流の両方がながれて
いる。
暖流が「黒

くろ
潮
しお
」。海の水が黒っぽい濃

こ
い青色をしている

ので黒潮とよばれる。世界でも最大級の強い流れの海
流として知られ、北大西洋の湾

わん
流
りゅう
とともに世界２大潮

ちょう

流
りゅう
である。海水表面の速さは毎秒２mをこえるほどで、

時速になおせば7.2㎞で、小走りするぐらいの速さだ。
もうひとつの暖流に、対

つ し ま
馬海流がある。対馬海流は沖

おき

縄
なわ
の近くで黒潮からわかれ、対馬海峡をとおって日本

海へ。山
さん
陰
いん
沖、能

の
登
と
沖で大きくうねりながら、一部は

津
つ
軽
がる
海
かい
峡
きょう
をぬけて太平洋へ出ていく。

一方、寒流にはロシアのカムチャツカ半島の方向から
南へ流れてくる千

ち
島
しま
海流があり、「親

おや
潮
しお
」とよばれてい

る。この海流はプランクトンが豊
ほう
富
ふ
で、たくさんの魚

を育てることから親潮の名前がついた。海流は魚類を
はじめとした海のめぐみをもたらす。

出典：日本海事広報協会「海の自然のなるほど」
（https://www.kaijipr.or.jp/mamejiten/shizen/） 21
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