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定義：里海とはどのようなものか？ 

• 「自然と人間とが、調和的に共存している沿
岸海域」（環境省） 

• 「人手が加わることによって，生産性と生物多
様性が高くなった海」（柳 2006）が最も広く使
われている。 

• 「人々がサンゴ礁と密接に上手に関わってい
る海」（生産性と生物多様性を維持）（鹿熊） 

・ 日本の里海はきわめて多様→排他的でなく，
多様性を許容したままの里海づくり 



白化 

里海が必要な理由 

沖縄での 

３大かく乱要因 

オニヒトデ 

赤土 



沖縄 Fiji 
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里海が必要なもう一つの理由 

        沿岸資源の減少 
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アジア太平洋ではSatoumiが重要 

１．世界的にサンゴ礁生態系の破壊が進んでいる。 

２．原因は様々だが，第一の要因は漁業とされている 

  Bellwood et al. 2004, NATURE  

     Pandolfi et al. 2003, SCIENCE  

３．しかし，熱帯アジア太平洋では漁業なしではやっ
ていけない。  

４．生態系の保全と漁業による持続的な資源利用と
のバランスをとる必要がある。 

５．里海の概念は、これを実現する上で有効である。 
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活動組織の設立状況（水産庁事業） 
（2012年10月現在293組織） 

※括弧内の数字は市町村
ごとの活動組織数を示す。 
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沖縄の里海イノー 

礁斜面 礁嶺 礁池（イノー） 



石垣島白保のイノー 



人手と生物多様性の例：モズク養殖 

リーフ 

 

シャコガイ養殖 モズク養殖場 モズク苗床 

アマモ場 

干潟：アーサ養殖場 

陸域からの栄養塩 サンゴからの栄養塩 

赤土流出 白化現象・オニヒトデ 

－９－ 



サンゴ養殖 



人手と生物生産性の例：シャコガイ放流 

../Video/GiantClam.MPG


オニヒトデ駆除 
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八重山の海域公園区域 
環境省国際サンゴ礁研究
モニタリングセンター 



石垣島の川平湾・名蔵湾保護水面 
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恩納村

八重山

座間味村

今帰仁村
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参加型でない 

監視取締に課題 





尾叉長30cm

シロクラベラ

尾叉長35cm

スジアラ

（スジアラ属全種）



 

座間味村の
漁業・ダイビ
ングを禁止し
た 3 地 区 の
MPA  
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5地区の 
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読谷村のサンゴ
移植海域MPA 

../Video/読谷サンゴ.MP4


古宇利島

屋我地島

羽地側MPA

1.5km×1.5km

2km×1km
今帰仁側MPA

運天港

今帰仁村

羽地・今帰仁海域のハマフエフキを対
象とした2カ所のMPA（8月～11月） 

石垣島

恩納村

八重山

座間味村

今帰仁村
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ナミハタ対象とした新しいMPA 

・主産卵場325ha 

・5月4日～8日（たった5日間） 

・全魚種禁漁 
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