
サンゴが分泌する粘液を食べて生活させてもらう代わりに、オニ

ヒトデがサンゴを襲ってきたとき等、サンゴの天敵が来たときには、

ハサミを振りかざして守ってくれる共生関係にあります。住処が無

くなってしまったら困りますもんね。他にはダルマハゼ類や水色の

デバスズメダイ、白黒の縞模様のミズジリュウキュウスズメダイ等

が隠れ家として利用し、危険を察知するとサンゴの隙間に逃げ込み

ます。サンゴを観察する際には、共生関係を考えながら観てみると

面白いですよ！

ぶんぴつ  ねんえき  た  せいかつ   か

おそ など てんてき     き

白化したサンゴのポリプ（撮影日：2024.8 場所：竹富島北東側）

のぞいてみよう！サンゴ礁の世界はじめに

オオアカホシサンゴガニ
サンゴガニ科サンゴガニ属

しょう   せ      かい     

～サンゴ礁にすむ生き物を紹介します～
しょう   い もの    しょう   かい

枝サンゴのすきまをのぞいてみ

ると、白色に赤い水玉模様で2～3

ｃｍ程のカニが顔をだしました。

リーフエッジのハナヤサイサンゴ

類を住処にする、オオアカホシサ

ンゴガニです。可愛らしいカラー

リングでダイバーに人気です。

えだ

 しろいろ あか    みずたま も よう

   ほど   かお

るい すみか

2024年の夏は、サンゴの大規模白

化がニュースで報じられ、みなさんも

すでにご存じかと思います。６月に台

風が発生せず、７月・８月に八重山

への台風の接近が少なかった事や、地

球温暖化の影響で高水温（日平均水温

が30度以上）の日が、過去に大規模白

化があった年の夏よりも長く続いた事

が原因として考えられます。

そこで、白化から回復しているサン

ゴや、完全に白化してしまったサンゴ

の推移を把握するために、サンゴセン

ターでは、12月に石西礁湖サンゴ群集

の緊急のモニタリング調査を行います。

白化したサンゴが、少しでも多く回復

している事を祈ります。

かわい

にんき

 ふ            まも         きょうせいかんけい                       すみか な                      

  こま ほか     るい みずいろ

       しろくろ しま も よう                                                         など

かく   が              り よう き けん さっ ち                              すきま      に こ

かんさつ さい きょうせいかんけい かんが               み     

おもしろ     

ねん なつ だい き ぼ  はっ

か  ほう

ぞん おも     がつ たい

ふう はっせい    がつ がつ  や え やま

たいふう せっきん  すく   こと  ち

きゅうおんだんか えいきょう こうすいおん にちへいきん すいおん   

ど い じょう      ひ か こ    だい き  ぼ はっ

か  とし なつ なが    つづ   こと

げんいん  かんが

   はっか かいふく

かんぜん はっか 

すい い  は あく 

            がつ せきせいしょうこ  ぐんしゅう  

きんきゅう   ちょうさ    おこな  

はっ か  すこ   おお    かいふく

   こと いの
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サンゴセンターの取り組み ～サンゴのモニタリング調査～

サンゴ群集モニタリング調査の結果から見た2024年夏の白化現象

サンゴ群集修復事業の進捗報告
          ぐん    しゅう   しゅう   ふく じ        ぎょう   しん   ちょく ほう     こく

          と  く

2020年から新たに開始したサンゴ群集修復試験が５年

目を迎えました。サンゴたちはぐんぐん大きくなってい

ます。ただ、今年の夏は海水温が高く、一部で白化が見

られました。これを避けるために試験的に水温が低い海

域へ、一部を避難させました。その結果、避難させたサ

ンゴはほとんど白化せずに夏を乗り切ることができまし

た。今後は、５年間の試験結果を踏まえ、本格的な修復

事業を実施する予定です。

 ねん     あら   かい し    ぐんしゅうしゅうふくしけん    ねん

め   むか  おお

ことし     なつ    かいすいおん たか   いちぶ はっか み

さ  し けんてき すいおん  ひく  かい  

いき いちぶ  ひなん                        けっか      ひなん 

 はっか  なつ  の き 

こん ご  ねんかん し けん けっか   ふ  ほんかくてき  しゅうふく   

じぎょう じっし よ てい   

          ぐんしゅう ちょう  さ  けっ    か   み   ねん なつ   はっか げんしょう

▲育成中のサンゴ養成供給拠点の様子
い くせいちゅう  ようせいきょうきゅうきょてん  ようす

▲ 図１．白化の状況と平均被度の変化
はっか         じょうきょう へいきんひ   ど へん か
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▲ 図２．2016年-2024年における６月-９月の海洋観測モニタリングブイの海水温観測データ
ねん     ねん           がつ    がつ かいよう かん そく           かいすい おんかんそく

小浜島の東沖に設置し観測を続けている海洋観測モ

ニタリングブイの海水温観測データ、図2.のグラフを

参照すると、今年の海水温（赤いライン）が2016年

（灰色のライン）、2022年（黄色のライン）よりも高

かった事が分かります。残念ながら、9月上旬に実施し

たモニタリング調査によると平均白化率は84％であり、

生態系に甚大な影響を及ぼす可能性があります。サン

ゴセンターでは、引き続き調査を行っていきます。

▲ モニタリング調査地点の白化の様子（黒島沖北北東）
ちょうさ ち てん      はっか  ようす     くろしま おき ほくほくとう              

サンゴセンターでは毎年、石西礁湖内の決まった31

地点、同じ調査項目でモニタリング調査を行っていま

す。石西礁湖では1998年の大規模白化が起きた後、本

格的な群集モニタリングが実施されて以来、2007年に

起こった大規模白化の被害が極めて深刻でした。近年

では下の図1.で示されている通り2016年、2022年に大

規模白化が起こってしまいサンゴ被度（サンゴが生育

できる土台に対してどれくらいサンゴが被われている

かの割合）が減少しています。サンゴ被度の回復は緩

やかで回復に時間を要する事と、大規模白化が起こる

間隔が短くなっている事で、サンゴ被度が白化前の状

態に戻る前に再び白化してしまい、サンゴ被度が低下

傾向にあると考えられています。

 まいとし せきせいしょうこない  き

ち てん  おな ちょうさこうもく   ちょうさ   おこな

せきせいしょうこ   ねん だい き  ぼ  はっか   お  あと  ほん

かくてき  ぐんしゅう                          じっし いらい   ねん

お  だい き  ぼ はっ か      ひ がい    きわ しんこく   きんねん

した ず  しめ                    とお  ねん             ねん だい
  

き ぼ はっか お ひ ど     せいいく
  

 ど だい  たい                                             おお

わり あい   げんしょう                                    ひ  ど     かいふく ゆる

かいふく じ かん よう こと だい き  ぼ  はっか   お

かんかく  みじか        こと                  ひ ど はっか まえ   じょう

たい もど    まえ  ふたた はっか      ひ ど てい か

けいこう  かんが

こ はまじま   ひがしおき  せっち      かんそく つづ   かいようかんそく

 かいすいおんかんそく ず

さんしょう ことし    かいすいおん    あか                                ねん
      

はいいろ                  ねん     き いろ                                たか

 こと  わ                  ざんねん                  がつじょうじゅんじっし

               ちょうさ                へいきんはっか りつ                       

せいたいけい じんだい えいきょう およ  か のうせい                       

ひ つづ  ちょうさ    おこな                               

             
ちょう さ
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名蔵湾が西表石垣国立公園に編入されました！（2024年３月28日）
な     ぐら   わん いりおもて いし がき  こく りつ こう  えん へん    にゅう  ねん  がつ  にち

▲ 名蔵湾で発見された国内最大規模のコモンシコロサンゴ
な  ぐら  わん はっけん  こく   ない さい だい き     ぼ

▲ 2024年２月に開催された名蔵湾シンポジウム
ねん がつ      かい  さい な ぐら  わん

 こく     さい しょう  れん けい   と  く

パラオ国際サンゴ礁センター（PICRC)と連携した取り組み

2017年７月にパラオ国際サンゴ礁センター(Palau 

International Coral Reef Center:PICRC)と当センターはサ

ンゴ礁生態系の保全に関する協力に係る覚書を締結していま

す。コロナ禍で交流ができていませんでしたが、今年３月に

Koshiba所長・Tellei普及啓発部長の２名を石垣島に招待し、

専門家や環境省職員・市役所職員との交流と、今後のサンゴ

礁保全に関する連携について意見交換を行いました。意見交

換の結果、次世代の教育・普及啓発を重点分野として協力す

る方向になりました。

また、今年10月には「GCRMN（地球規模サンゴ礁モニタリ

ングネットワーク）東アジア地域ワークショップ」という国

際的なサンゴ礁モニタリングに関する研究者間の情報交換が

パラオで行われ、そちらにも当センターから職員が参加しま

した。PICRCも訪問し、Koshiba所長と再会することができま

した。今後も交流を続けていきます。

▲ 集合写真

▲ 意見交換会の様子

2024年３月28日に、石垣島西部に広がる名蔵湾が、西表

石垣国立公園の普通地域に編入されました。名蔵湾では、

2014年に環境省と八重山ダイビング協会の調査により、国

内最大規模のコモンシコロサンゴが発見されました。その

後、九州大学の研究により、名蔵湾の海底には世界的に見

ても珍しい沈水カルスト地形が広がっていることが明らか

になりました。それを受け、環境省では九州大学と連携し

て2015年から2020年にかけて名蔵湾のサンゴ調査を実施し

ました。その結果、起伏の激しい海底に、水深50ｍ近くま

で良好なサンゴが生息していることが分かりました。名蔵

湾のサンゴは、陸からの赤土流出等で消失したと考えられ

ていましたが、現在でも良好な状態であることが分かりま

した。名蔵アンパル干潟や浅海域に広がる広大な藻場が、

陸からの影響を軽減していると考えられます。こうした陸

から海に至る貴重な一連の環境を保全し、末永く将来に残

していきたいですね。

ねん  がつ  にち いしがきじま せいぶ   ひろ   な ぐら わん     いりおもて

ないさいだい き ぼ はっけん

いしがきこく りつ こうえん   ふ  つう ち いき へんにゅう  な ぐら わん

ねん   かんきょうしょう や え やま   きょうかい  ちょうさ こく

  ご きゅうしゅうだいがく  けんきゅう な ぐら わん かいてい   せ  かいてき    み

めずら  ちんすい     ち けい  ひろ        あき

 う  かんきょうしょう       きゅうしゅうだいがく  れんけい     

 ねん     ねん なぐらわん ちょうさ じっし  

わん  りく   あかつちりゅうしゅつなど   しょうしつ  かんが

げん ざい    りょうこう じょうたい   わ

な ぐら              ひ がた  せんかいいき ひろ  こう だい も  ば

りく えいきょう  けいげん   かんが                                         りく

  けっか  き ふく はげ  かいてい         すいしん  ちか  

りょうこう せいそく  わ な ぐら  

うみ いた  きちょう   いち れん かんきょう  ほ  ぜん         すえなが  しょうらい   のこ                              

        ねん  がつ      こくさい  しょう                                        

        か     こうりゅう                                                      こ  とし がつ                         

しょちょう  ふきゅうけいはつ ぶ ちょう    めい いしがきじま しょうたい                           

しょうせいたいけい  ほ ぜん   かん        きょうりょく  かか   おぼえがき  ていけつ                         

せんもん か かんきょうしょうしょくいん し やくしょしょくいん   こうりゅう  こん ご                           

しょうほ ぜん かん  れんけい  い  けんこうかん おこな          い けん こう                 

かん  けっか  じ  せだい きょういく  ふ きゅうけいはつ じゅうてん ぶんや きょうりょく                 

ほうこう

こ とし がつ ちきゅう き  ぼ  しょう

 ひがし     ちいき   こく

さいてき  しょう                            かん けんきゅうしゃかん じょうほうこうかん

おこな とう  しょくいん  さん か

ほうもん  しょ ちょう さいかい

 こん ご  こうりゅう  つづ

しゅうごう しゃしん

い  けん こうかん かい            よう す

         とう                                        
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サンゴセンターの利用と普及啓発

【研修会】

  竹富町内の小学校、県外の大学、JICA研修

 内容：サンゴ、外来種、希少種、国立公園、

  レンジャーの仕事など

【中堅教諭等資質向上研修】【実験室の利用】

小学校教諭 調査研究

【施設見学】

 石垣市内の小学校、那覇市内の小学校

【施設利用】

 海の自然教室（小学校４年生以上一般参加）

 石垣市内の中学校

サンゴ礁や西表石垣国立公園で見られる生き物、環

境省の取り組みなどのパネルを新しくしました。写真

や図などを多く使用し、わかりやすく説明しています。

また、映像展示も取り入れ、八重山のサンゴ礁や白化

現象、カンムリワシ、イリオモテヤマネコの映像をご

自由にご覧いただけます。この機会にぜひお立ちより

ください。

発行元：国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター （環境省石垣自然保護官事務所）

開館時間 8:30 ～ 17：15 〒907-0011沖縄県石垣市八島町2-27

休  館  日 土曜・日曜・祝日  Tel:  0980-82-4902 Fax:0980-82-0279       Website

利  用  料 無料                             Email: coremoc@sirius.ocn.ne.jp

国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターはサンゴ礁保全や環境保全についての取り組みをされる

方はもちろん、どなたでもご利用いただけます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

http://kyushu.env.go.jp/okinawa/coremoc/index.html

ご利用に際しては事前のお申し込みが必要な場合もありますので、下記までご連絡ください。

り よ う ふ      きゅう けい   はつ

「 展示スペース」 がリニューアル！
てん  じ

2024年の利用状況
ねん り よ う じょうきょう

 しょう いりおもていしがきこくりつこうえん      み              い  もの   かん

こくさい  しょうけんきゅう      しょうほぜん  かんきょうほぜん  と く

かた    り よう     くわ                                      らん

り よう   さい  じ ぜん   もう  こ  ひつよう  ば あい  か  き  れんらく

はっ  こう      もと こく    さい         しょう  けん  きゅう                          かん  きょう  しょう いし   がき    し     ぜん   ほ       ご     かん   じ        む   しょ

けんしゅうかい

ちゅうけんきょうゆとうししつこうじょうけんしゅう じっけんしつ  りよう

し せつ けんがく

し せつ りよう

きょうしょう   と く あたら  しゃしん

 ず             おお  し よう せつめい

えいぞうてん じ   と い や  え やま  しょう はっか

げんしょう  えいぞう

じ  ゆう らん                                   き  かい   た

2024年５月、小浜島で特定外来生物である「オオ

ヒキガエル」が初めて捕獲されました。オオヒキガエ

ルは、1978年に人の手によって運び込まれてしまい、

八重山では石垣島にのみ完全に定着してしまった外来

カエルです。小浜島には、船で運ばれた物品等に紛れ

て、石垣島から入ってしまったと思われます。写真の

個体以外はまだ捕獲されていませんが、石垣自然保護

官事務所では引き続き対策を行っています。もしも離

島で発見した際には、環境省までお知らせ下さい。

オオヒキガエルを小浜島で捕獲

捕獲地点
ほ かく ち てん

▼オオヒキガエル

（特定外来種）
とく    てい がい   らい   しゅ

こ はま じま  ほ      かく

はじ ほ かく

 ねん   ひと   て はこ こ                                 

や え やま いしがきじま  かんぜん   ていちゃく                    がいらい

     こ はまじま   ふね   はこ   ぶっぴんなど まぎ

いしがきじま はい   おも しゃしん    

 こ たいい がい   ほ  かく   いしがき し ぜん ほ  ご

かん じ む しょ   ひ つづ    たいさく  おこな り  

～特定外来生物について～

とう  はっけん  さい     かんきょうしょう  し         くだ 

  ねん がつ こはまじま とくていがいらいせいぶつ

とく    てい がい  らい せいぶつ

 たけとみちょうない  しょうがっこう けんがい だいがく けんしゅう

ないよう  がいらいしゅ きしょうしゅ  こくりつこうえん

し ごと

しょうがっこうきょうゆ             ちょうさけんきゅう

いしがき し ない  しょうがっこう    な は し ない    しょうがっこう

うみ しぜんきょうしつ   しょうがっこう ねんせいいじょういっぱんさん か

いしがきし ない   ちゅうがっこう

八重山諸島の希少な動植物

 密猟防止対策（空港PR)

や え やま  しょ   とう き     しょう  どう    しょく ぶつ

みつ  りょう ぼう     し  たい     さく   くう     こう

９月５日に新石垣空港にて八

重山警察署・JALスカイエアポー

ト株式会社・ANA沖縄株式会社・

ぱいぬしまきのこほいくえんの

皆さんと一緒に、到着した方々

にパンフレットを配布して密猟

防止のPRを行いました。

  がつ  にち   しん いし がき くうこう       や  

かぶ しき かい しゃ      おきなわ かぶしき  がいしゃ

みな             いっしょ          とうちゃく         かたがた

え やま けいさつ しょ        

はい ふ  みつりょう

ぼう し            おこな
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