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座間味村にお け るダイ ビン グ事業の成立 とサ ン ゴ礁保全

　　　　　　　　　　 ダイ ビ ン グ事業者に よ る資源管理

高 橋 勅 徳

（滋賀大学）

1．は じめに
（v 一 本稿の 目的と意義

　人 々 が社会生活を営む 際 に ， 自然環境は 資源 とし て 必ず消費され る 。 自然環境か ら取 り出せ る

資源は 有限で あ り， 人 々 が社会生活を持続 し て い くた め に は 資源利用を制約す る仕組み 作 りが必

要 とされ る 。
エ コ ツ

ー
リ ズ ム （2）論に お い て ，自然環境を利用 した 生業が 持続的に 成立する人 々 の

営為に 注 目が集ま る背景に は ，事業 と環境保全を対立 させ る こ とな く，社会生活の 持続的発展が

実現す る手がか りがそ こ に ある の で は ない か とい うt 素朴な期待が潜在 して い るか らで ある と考

え られ る。で は い か に し て ，我 々 は 自然環境を持続的に 利用 し，事業を営み つ つ 社会生活を維持

し て い くこ とが可 能に な る の だ ろ うか 。

　エ コ ツ
ー

リズ ム は ，観光事業か ら得 られ る利益を，地域社会の 維持や 環境保全に環流す る事業

シ ス テ ム の 構築 に ，解決策を見出し て きた。人 々 が 自然環境 を保全する た め の 原資を，そ の 自然

環境を利用 した観光事業か ら得る とい う考え 方で あ る 。 しか しなが ら，エ コ ツ
ー

リ ズ ム とい う事

業 シ ス テ ム の 構築に よ っ て ，環境保全を実現で きる と は 限らな い 。 古田 が 「マ ス ・ツ ーリ ズ ム で

入 口 ま で 来た観光客が
，

エ コ ツ ア
ーと し て 中 まで 入 っ て くる と い う仕組み 」 （吉田 ，

2004 ：5） と

し て ，エ コ ツ ーリズ ム が実質的に マ ス ・ツ ーリ ズ ム の 下位 カ テ ゴ リ ーに 組み 込 まれ，大量 の 観光

客に よ っ て 消費され て い る実態を 指摘 して い る よ うに ， 観光事業か ら利益を 求め る企業 ， 自然保

護を必ず し も理念と し て 共有 し て い な い 多様な観光客，観光客数の 増加 を地域活性化の指標 とす

る行政 な ど，さ まざまな ア ク タ
ーが資源 と して 自然環境の 消費を試み る 。

エ コ ッ
ーリ ズ ム は 観光

業を実現する た め の 事業 シ ス テ ム の
一種で あ り，そ れを運営する ア ク タ

ー
の 意図に よ っ て は ，大

量 の 観光客を動員し 自然か ら富を収奪す るた め の事業戦略 と し て 利用 され る こ とに な る 〔3｝
。 そ の

た め
，

エ コ ツ
ー

リ ズ ム の 持つ 本来的な理 念を 実現す る た め に は ，自然環境を利用 し，事業を試み

るさ まざ まな ア ク タ
ー

の 行動を 規制する 実効的な諸力を ，い か に 獲得し て い くの か ，とい うこ と

が問題 となる 。

　 自然環境か ら利用可 能な資源を見出し
， 持続的な事業 と し て エ コ ッ

ーリズ ム が成立する た め に

は
， その 事業運営する 当事者が 資源に ア ク セ ス し利用を試み る内外の ア クタ

ー
を コ ン トロ ー

ル し

て い く必要がある 。 そこ で 本稿で は ，座間味村 に おける ダ イ ビ ン グ産業の成立 と，ダ イ ビ ン グ事

業者に よ る資源管理の あ り方を事例 として と りあげ，彼 らが い か に 持続的な事業 と し て エ コ ツ
ー

リズ ム を 構築し，資源管理 を実践 し て い っ た の か に つ い て 記述して い くこ とに す る 。
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2、ダイビ ン グ産業前 史　　座間味村 におけ る鰹産業 の 隆盛 と衰退

　座間味村 の ダ イ ビ ン グ産業 の 成立に つ い て 理 解する た め に は，そ の 前段階に あ っ た鰹産業の 成

立 に つ い て 触れて お か ねば な らな い
。 良 くも悪 くも， 座間味の ダ イ ビ ン グ産業は ，戦前 に 成立 し

て い た 慶良問海域 で の 鰹産業を通 じて 蓄積 され た資源を組み 替え て い くこ とで 成立 し て い る 。 本

章で は ，慶良間海域 に おける鰹産業 の 成立 と衰退を簡便 に た ど りなが ら ， 現在の ダ イ ビ ン グ産業

に つ なが る資源 の 蓄積に つ い て 論 じて い くこ とに す る 〔4｝
。

　 明治期に慶良間海域が鰹 の 漁場 と し て 開払 さ れて 以降，終戦直後 まで 座間味は 全国有数の 鰹 の

漁業基地で あ り，鰹節 の 生産地で あ っ た 。 沖縄県外の 人間に はほ とん ど知られ て い な い こ とで あ

る が，座間味に お ける鰹 の 漁獲高 と鰹節 の 生産高は ，高知県 ・土佐，鹿児島県 ・枕崎に 匹敵 して

い た とされ て い る （5）
。

　慶良間海域を鰹の 漁場 と し て 最初に 注 目し た の は
， 沖縄県民で は な く県外 の 漁師で あ っ た 。 明

治初期，鮮魚の 保存 ・加工技術が未発達で あ っ た沖縄に お い て ，腐敗の 早 い 鰹や鮪 とい っ た青魚

は 漁 の 主な対象で は な く， そ の 漁業 自体も村で 消費可能な 量 の 魚を採取す る程度で あ り，座間味

村で も専業 とし て漁業が営め る漁師は きわ め て 少な か っ た 。 し か し，殖産興業に わ い て い た本土

に おけ る漁業は ，当時 の 沖縄 の 現状 と は ま っ た く異な る様相を畢 して い た 。 まだ輸出に 耐え うる

工 業製品を製造で ぎな い 当時の 日本に お い て ，食物は 数少な い 外貨の獲得手段で あ り，乾物 ・缶

詰 ・瓶詰に加工 された魚介類は 、
’
t”派な 「輸 出品」 だ っ た の で ある。そ の た め

， 近海で 豊富に 回遊

し，乾物や缶詰 ・瓶詰 として 加工 し大量生産が 呵能な鰹 の 商品価値が急速 に増大 した 。

　 座間味村が位置す る慶良間海域が鰹 の 好漁場で ある こ とは ，宮崎県 の 鰹漁師が 明治初期 に 難破

の 末に 座間味村 に た ど り着 くとい う偶然か ら発見された 。
こ の 頃，座間味 の 人 々 に と っ て 目の 前

の海は 日 々 の お か ずを取 る 場所で あ り，事業の場で は な か っ た。し か し彼ら も，県外か らの 漁業

者が こ の 海域で 創業し
， 鰹漁業で 財を 成す姿を 間近で 見て 取 る中で ，程な く鰹 漁業を手 がける こ

とに な っ た 。
こ の 鰹漁業 へ の 参人 は ，座間味村の 漁業を生 業か ら事業へ と発展 させ る た め の 社会

的資本の 編成過程で もあ っ た 。

　座間味村の 人 々 に と っ て 鰹 産業 へ の 参入 は，新た な船の 製造や漁法の確立 （6｝，加工 方法や流通

経路の 開拓ま で ，生 業 と し て の 漁業を近代的な漁業へ と全て を
一

か ら作 り替える過程で あ っ た 。

1900年に 松 田和三 郎が村 内資本を ベ ー
ス に組合を作 り，4隻の 鰹船で 操業を 開始 し，大 正時代に

入 る と，村内に は 10 の 組合が 活動 し，村民 の ほ と ん どが組合加入 者とな る とい う状況に 至 っ た 。

こ の 漁業協同組合は 現在 の それ とは 異な り，鰹産業 で 得た利益を組合員に 平等に 分配 し，衣類や

食料 の 共同購入 や給付を請け 負 うな ど
，

生活協同体 の 色が濃い もの で あ っ た
。 最盛期に は座間味

村民の ほ とん どが漁協 に か か わ っ て お り， 学校卒業後に ど の 組合に 入 る の か とい うの が職業選択

に 際 し て の 最大 の 問題 で あ っ た よ うで ある 。

　終戦後，座間味の漁協は慶良閲海域 の 鰹資源 の 減少を受け て ， 従来の 日帰 り操業か ら本上 と同

じ く外洋へ の 遠洋漁業 に転換を試み た 。 戦前に 鰹産業を立 ち上 げた 当時 と同じ く，若者を本土に

派遣 し遠洋で の鰹漁業を学ぱ せ る の と平行 し，遠洋漁業向け の 大型漁船を 建造した。しか し初め

て の操業で フ ィ リ ピ ン 領海に 無断進入 して しまい ，漁船は フ ィ リ ピ ン 海軍に だ ほ されて し ま っ た
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の で あ る 。 す で に 鰹 産業 自体が 衰退 して い た こ と もあ り，こ の 事件を契機 に 組合は解散し，座間

味 の鰹産業は 事実 1．途絶えて し ま っ た。こ れ以後，ダ イ ビ ン グ産業が成立す る 1990年代中頃ま

で の 間，座問味村は 衰退の
．
途 をた どる こ とに な る 。

　実は ，鰹産業時代に 座間味村 に 蓄積 された社会資本 の 多 くが，哀退に 伴 っ て 散逸 ・無力化 し て

し ま っ て い る 。
こ れ は ，座間味に お け る戦前 の 漁協が利益 の 内部留保を怠 っ て い た こ と，そ の わ

ずか な内部留保を つ ぎ込ん で建造 し た 漁船を フ ィ リ ピ ン 海軍 に だ ほ され た こ とに よ っ て ，集団的

に 漁業を営む こ とが不 ・∫能に な っ たか ら で あ る と考え られ る 。 加 え て，座間味村 の 人 々 が鰹漁業

で 得た利益を教育機会に 投資 して きた こ とも， 漁業か ら第二 次 ・第三 次産業へ の職業移転を ス ム

ーズ に 促 し，村民の 漁業離れ を助長 した と推測 され る 。

　 もちろ ん ，鰹産業の興隆期に 蓄積 された資源が，全て 散逸 し た訳 で は ない 。 例えば水産資源に

関する 知識は ，そ の ま まダ イ ビ ン グス ポ ッ ト開拓に 生か され る こ と に な る 。 座間味の 鰹漁業 の 特

徴 は ，生 き餌 の 採取 と鰹漁 の 分業がなさ れて い な い こ とで ある （近海で の 口帰 り漁業中心 で あ っ

た た め ，分業す る 必要が な か っ た ）。 そ の た め ，サ ン ゴ 礁に 着 く小魚を潜水 に よる追 い 込み 漁 で

手 に 入 れ る 必要が あ っ た
。 生 き餌が た く さ ん 取 れ る サ ン コ 礁 は

， そ の ま ま優れた ダ イ ビ ン グ ス ポ

ヅ トに な り うる 。 1980年代後
’
1
’
，ダ イ ビ ン グ産業を手 掛けた村民 の 多 くは ，古老海人 の 後を お

っ て 漁を覚える中で 後に ダ イ ビ ン グ ス ポ ッ トと して 再開発 し うる サ ン ゴ 礁や，こ の 海域 の 複雑な

海流に つ い て 学ん で い っ た 。
こ こ で 得た サ ン ゴ 礁や 魚介類 に 関す る知識は ，

ダ イ ビ ン グ産業 の 発

達 に伴 っ て ，ダ イ ビ ン グサ ービス の 充実やサ ン ゴ礁保全の 知識の 源泉 として ，再び焦点化 され て

い く 。

　また，
一

度は 解散された漁協 に つ い て は ，ダ ィ ピ ン グ産業の成立 を経て 新た な役割を担 う組織

とし て 再利用され て い くこ と に な る 。 座間味の ダ イ ビ ン グ事業者は ，漁協を中心 と し て形成され

て きた 占老漁業者
一
若手 漁業者とい っ た人間関係や ，漁協の 持つ 漁業権を迂 回的 に 利用 して い く

中 で ，村 内の ダ イ ビ ン グ事業者 に よ るサ ン ゴ 礁 の オ ーバ ー
ユ
ー

ス を 防 ぐ保全区域 の 設置や 座間味

ダ イ ビ ン グ協会の 設立 へ と繋が っ て い く。
こ の 座間味ダイ ビ ン グ協会は ，那覇 の ダ イ ビ ン グ事業

者に よる慶良間海域の 進入 に 際 して
， 対外的な参入 障壁 の 構築を 実践する運営母体 とな っ て い く。

3，ダ イ ビン グ産業 の 成立 と事業者に よる資源 管理

　終戦後，遠洋鰹漁船が フ ィ リ ピ ン 海軍に だほ され て 以来，座間味村は 長期的な不況状態に お ち

い っ た 。
こ の 時期は ち ょ うど高度経済成長期に あた り，地 方で 農業 ・漁業に 従事 して きた若者が

工場労働者と し て 大都市圏に 流入 した 時期 に あた る 。鰹産業 とい う基幹産業を失 っ た座間味村 も

そ の 例外で は な く， 多 くの 村民達は 子弟の進学を機に那覇や 本土 へ と移住し て い っ た く7）
。 しか し

座間味村の 場合，完全に過疎化 した訳 で は な い
。 墓 と家を 守 るた め に

，
あ る時期が来る と都会で

働い て い た子弟が U タ ー
ン して い る 。 戦後に 生 まれ，

一
度，都 ih圏で 職業生活を 経験 し た 後 ，

座間味に U タ ー
ン して ぎた 50代前後の 人 々 が，こ の 島の ダ イ ビ ン グ産業を形作 っ た第

一
世代 に

あた る 。 彼 らは現在，漁協，ダ ィ ピ ン グ協会，商工会議所の 中心 メ ン バ ー
と して 指導的立場に つ

い て い る。
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　彼らが幼少期 の 頃，すで に 座間味村の 鰹産業は 哀退 し て い た 。そ の 頃の座 間味村 の 人 々 は漁

業 ・農業に加え，海水浴や釣 り船客の 渡船，そ の 客を 目当て に した食堂や民宿で 細 々 と牛計を立

て て い た よ うで ある 。 こ の 状況 は ，
一

度は 都会に 出 た子 弟たち が家を継 ぐた め に 座 間味村 に U

タ
ー

ン して きた 1970年代後半 もおな じだ っ た。そ の た め ，座間味 に U タ
ーt

ン し た 人 々 は 当初，

鰹産業に 従事し て い た古老に 漁業を学び つ つ ，農業や民宿，食堂 の 経営を営む兼業漁業者として

細 々 と し た 生活を 営ん で い た
。

　 こ の状況が劇的に 変化 した の は ，1985年頃 か ら始 ま っ た バ ブ ル 景気 の 最中，ス キ ー，サ ーフ

ィ ン に並 び ダ イ ビ ン グが レ ジ ャ
ース ポ ー

ツ と して 流行 した こ とで あ っ た。と りわ け ， 89年 に 公

開された映 画 『彼女 が水着に 着替えた ら』が ヒ ッ トした こ とが，ス キ ュ
ーバ ダ イ ビ ン グ の 流行と

ダ イ ビ ン グ客増加 の 決定打 とな っ た。本土で 急激に増 えた ダ イ ビ ン グ事業者 とダ イ バ ー
たち は ，

手軽に ア ク セ ス で きる国内の ダ イ ビ ン グ ス ポ ッ トの 開拓を行 っ て お り，慶良間海域の サ ン コ 礁 に

観光資源的な価値 を最初 に 見い だ し た の も彼 らで あ っ た 。本土 の ダ イ バ ーが 開拓 し て い っ た ダ イ

ビ ン グ ス ポ ッ トは ダ イ ビ ン グ専門誌 に も紹介 され る よ うに な り，程な く座間味は 多 くの ダ イ バ ー

が 訪れ る よ うに な っ た
。

さ らに は
，

こ の 時期に ダ イ ビ ン グに 訪れ て い た ダ イ バ ー
の 中 に は

， 沖縄

や座間味に 移住 し ダ イ ビ ン グ事業者を 営む者 も現れ るよ うに な っ た 。

　漁業 と農業，民宿 ， 釣 り船な どで 細 々 と生活 し て ぎた U タ ーン 組の 人 々 は
，

こ の ダ イ ビ ン グ

業の うま味に す ぐに気づ い た 。 座間味村に おけ る漁業は，
一

日操業 して も燃 料代程度の 値段 に し

か ならない 場合が 多か っ た。他方で ダ イ ビ ン グ業の 場合，
一

日で 客
一

人に つ き数万円の 収入 が見

込 め る 。 さら に ，ダ イ ビ ン グ シ ョ ッ プ が旅館を営ん で い る場 合は，宿泊料 も収入 とし て 期待で き

る 。犬候や海の 状況に も左右 され る が ，自前 の船を持つ ダ イ ビ ン グ シ ョ ッ プ の場合，ゴ ール デ ン

ウ ィ
ー

ク 頃か ら 8月 い っ ぱ い まで の 約 4 ヵ 月間で ，1000万 円以上 の 売上 を得 る こ とが可 能で あ

る 。 もちろ ん，個人事業主が漁撈の み で こ れ だ け の 利益を得 る こ とは ，沖縄 県 ドで は簡単 で は な

い 。自前 の 船を持ち，ダ イ ビ ン グ ス ポ ッ ト ＝ 魚が良 くつ くサ ン ゴ 礁 の 位置 と慶良間諸島近海 の 複

雑な潮 の 流れを 熟知 し て お り，（場合に よ っ て は 漁 の た め に 潜水士 の 免許を有する 〉座間味の 漁

業者に と っ て
，

ダ イ ビ ン グ業は 非常に うま味 の 多い 事業に 見え た の で ある 。

　 また幸運な こ とに 座間味村は ，ダ イ ビ ン グ産業を営むた め の 地理的条件が非常に 恵 まれ て い た 。

座問味村を取 り巻 く慶 良間海域 の生物 多様性 は世界有数の もの で あ り，
グ レ

ー
トバ リ ァ リー

フ に

匹敵す るダ イ ビ ン グス ポ ッ トに な る可 能性 を秘めて い た 。 加えて，座間味村は那覇か ら高速船で

1 時間足 らずの 海域に 位置す る とい う好立地 に ある うえ，座間味島 ・阿嘉島 ・慶留間島に 囲まれ

た 内海は ，多少の 風雨で も波が 穏や か で ある た め ダ イ ビ ン グが可能で ある。沖縄の 旅行者や 旅行

業者に と っ て ，多少の 風雨 で は 中止 に な らな い座間味村で の ダ イ ビ ン グ は ツ ア
ーに 組み 込み 易か

っ た の で ある。世界肴数 の サ ン ゴ 礁 の 存在，漁業を通 じて 蓄積し て きた潜水 とサ ン ゴ 礁の 位置ec

関する知識，恵まれた地 理的条件が幸運に も重複し て い く中で ，座 間味村 に お ける ダ イ ビ ン グ産

業は 急激な成長 を 遂げて い っ た
。 調査時点で ，座間味村に は 合計で 40 の ダ イ ビ ン グ シ ョ ッ プ が

存在し，年間 10万人前後の 観光客が豊か なサ ン ゴ 礁を 目当て に 来訪 し て い る （座間味村商工会，

2004）〔s）。しか し ， 年間 30万人 と もい われるか つ て無 い 数の観光客が座間味村に 訪れ る こ とに よ

っ て ，座間味の 人 々 は 鰹漁業時代に経験する こ とが な か っ た さまざ まな問題 に 直面す る こ とに な

っ た 。 それ は ，鰹産業時代に は 生 じ得 なか っ た 問題で あ り，
ダ イ ビ ン グ とい う新た な産業 の 成立
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高橋 ：座間 味 村 に お け るダ イ ビ ン グ事業 の 成 立 と サ ン ゴ礁 保 全

に 伴 っ て 焦点化 されて い っ た 問題で ある 。

　3．1．「守るべ き 自然環境」 としての サ ンゴ礁の焦点化 と MPA の設置

　ダ イ ビ ン グ事業の 成立 に 伴 っ て まず焦点化 された の が，サ ン ゴ の 天敵で あるオ ニ ヒ トデ の 大量

発生 と，サ ン ゴ礁の 自化現象 とい う問題 で あ っ た 。 沖縄 で は 1980年代中頃 に オ ニ ヒ トデ の 大量

発生が 生 じ，沖縄本島近海の サ ン ゴ 礁が壊滅的打撃を 受け て い る
。

こ れ は 奇 し くも， 沖縄で の ダ

ビ ン グ事業が成立 し，サ ン ゴ礁が観光資源 と し て 成 立 しつ つ ある 最中で の 出来事で あ っ た 。 さ ら

に ，98年 と 2002年には，高水温に よ る白化現象が牛 じ ，
オ ニ ヒ トデ の 食害を 免れ再生 し つ つ あ

っ た サ ン ゴ礁は ，また もや打撃を受けた 。

　前章で 述 べ た とお り，鰹漁業時代 の サ ン ゴ 礁は，鰹 の生 き餌やその 日の お か ずを取るた め の漁

場程度の位置づ け しか なか っ た． もち ろん，漁場 として 大切 な資源 とい う認識は あ っ たが，サ ン

ゴ 礁を壊す よ うな ア ン カ
ー

の 打ち 方をす る こ とも多 々 あ り，少な くとも 「保全 」 す べ き存在で は

な か っ た 。 し か し，鰹漁業か らダ イ ビ ン グ業へ と某幹産業が移る に従 っ て ，サ ン ゴ 礁 自体が 「飯

の 種」 と な り，積極的 に 保全すべ き存在 へ と変化 し て い っ た
。

　オ ニ ヒ トデ に つ い て も，サ ン ゴ 礁 と同様の こ とが言え る 。 1985年以降か ら急に ，オ ニ ヒ トデ

が外洋か ら流入 した わけ で も，
オ ニ ヒ トデの食性が変わ りサ ン ゴ の 大敵 とな っ た わけで もな い

。

オ ニ ヒ トデは 昔か らサ ン ゴ 礁に生息する生物の
一

つ で あ り，サ ン ゴ の 天敵 で あ っ た 。 座間味の 人

人 もオ ニ ヒ トデ の 存在 は認識 し て い た が，「珊瑚を喰 う」，「毒が あ り触 る と危険 」程度の 存在で

は な く，自ら の 生活を脅かす存在 と して 認識す る こ とはなか っ た 。 彼 らが オ ニ ヒ トデを問題視 し

は じめ た の は ，ダ イ ビ ン グ産業が 成立 して 以後 の こ とで あ る。

　もち ろ ん ，1980年代 中頃に 生 じた オ ニ ヒ トデ の 大発生が，ダ イ ビ ン グ産業の 隆盛の 結果で あ

る とは 言 い 切 れ な い
。 しか し，ダ イ ビ ン グ産業の 成 立 と機を 同 じ くして 生 じた大発生を契機に ，

座間味 の 人 々 は オ ニ ヒ トデが座間味村 の 生活を左右する，対応す べ き問題 と し て 認識し，対策を

講 じる よ うに な っ た 。 島民 の 多くが ダ イ ビ ン グ産業で 生計を立 て ，か つ ，鰹産業 の 衰退を 経験 し

て きた 人 々 が 多い こ と もあ り， 座間味村に お ける サ ン ゴ 礁の 保全は 沖縄本島の そ れ と異な り，徹

底 した もの とな っ た 。

　座間味村に おけるサ ン ゴ礁 の保全活動に お い て 特徴的な こ とは ，座 間味 の ダ イ ビ ン グ事業者が

自主的に オ ＝ ヒ トデの駆除に 際 して，阿嘉島臨海研究所 （AMSL ）（9）との協 力の 下で 重点保護区

域を設定 し，その 区域 内の オ ＝ ヒ トデを徹底的に 駆除する と い う方針を とっ た こ とで あ る 。 サ ン

ゴ は生 き物で あ り，強 く健康 な個体が生き残 り水質や水温な どの 条件 さえそろ えば再生可能な観

光資源で ある。慶良間海域に 点在する全て の サ ン ゴ礁を オ ニ ヒ トデ の 被害か ら守る の は不 可能 で

ある が ，産卵 冂∫能状態に あ る サ ン ゴ が残 っ て い れ ば，サ ン ゴ 礁が復活す る可 能性は残 る。座間味

の 人 々 は
， 状態 の 良 い 健康な サ ン ゴ （もち ろ ん ，重 要なダ イ ビ ン グ ス ポ ッ トで もあ る）を重点的

に オ ニ ヒ トデか ら守る こ とを選ん だ 。
こ れ は

， 当た り前の 意志決定で ある よ うに 思え る が，特定

の 海域 の サ ン ゴ 礁を優先的に 守る とい うこ とは ，そ れ以外の 海域 の サ ン コ 礁 を放置する とい うこ

と で もあ り，サ ン ゴ 礁 の保護 とい う観点か らすれば非常に 難 しい 問題で ある 。 しか し結果 として ，

沖縄本島の サ ン ゴ礁が壊滅的被害を受けた の に 対 して ，座間味村 の ダ イ ビ ン グ事業者は慶良間海

域の サ ン ゴ礁 の 保全 に 成功 した 。
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　 また，AMSL の 研究員 ， 谷 口 氏 の 研 究 （2004）に よ っ て ，後 に慶良間海域 の サ ン ゴ 礁で 産卵

さ れ る卵が沖縄 本島沿岸に 漂着 し，定着 し て い る こ とが明 らか に な る こ とで，当時，座間味の 人

人が特定ポ イ ン トの サ ン ゴ 礁を 重点的に オ ニ ヒ トデの 食害か ら守 りとお し た こ との 重要性が，科

学的デー
タ を も とに 証明される こ とに な っ た 。AMSL と共同で 実践 した ，こ の オ ＝ ヒ トデ駆 除

とサ ン ゴ礁の 保全活動，お よ び サ ン ゴ 礁 の 繁殖に 関す る 研究成果が，「守る べ き自然環境 」 と し

て 慶良間海域の サ ン ゴ礁が認知 ざれる ，
一

つ の 契機 で あ っ た と考えられる 。

　オ ニ ヒ トデや 白化現象 に よ っ て サ ン ゴ 礁が被害を受ける メ カ ニ ズ ム に つ い て は ，さま ざまな要

囚が絡む 問題で あ り， 卜分 に 科学的な 解明が な さ れ て い な い
。 しか し経験則 と し て 座間味の ダ イ

ビ ン グ事業者た ち が指摘 し て い る の は ，集中的に ダ イ バ ーが進入する ダ イ ビ ン グ圧 の 高い 好 ス ポ

ッ トや ，水質の 悪化な ど の 理由で サ ン ゴ の 抵抗力が弱ま っ た場所で，オ ニ ヒ トデが 発生 しやす く，

サ ン ゴ礁 の 自化 も生じ や す い と い うこ とで あ る 。 ダ イ ビ ン グ の 好ポ イ ン トに は ，那覇 ・座間味の

ダイ ビ ン グ事業者を合わ せ て ，
一

口数
．
百人の ダイバ ーがサ ン ゴ 礁を 見るため に 海中に 潜る こ とに

な り，オ ニ ヒ トデ の 駆除を徹底的 に 行っ た と して も，高水温 など の ち ょ っ と し た 引 ぎ金で 白化現

象が生 じやす くな ると言 う。

　座間味 の ダ イ ビ ン グ事業者を利川す る顧客は 常連客や ベ テ ラ ン ダ イ バ ーが 多 く，ダ イ ビ ン グ に

際 して もサ ン ゴ に 触 らな い ，近づ きす ぎて フ ィ ン で サ ン ゴ を壊 さな い ，フ ィ ン で 砂を巻き Eげな

い とい っ た ，ダ イ ビ ン グ マ ナ
ー

に 注意を払 う質の 高い 客で ある場合が 多い 。他方で
， 那覇業者 の

客は 概 して 初心 者が多 く，技術的な 問題や 無知 の た め に サ ン ゴ 礁を傷つ け る ダ イ ビ ン グ を して し

ま う。 そ の た め ，オ ニ ヒ トデ禍を 乗 り越 え守 り抜 い た サ ン ゴ 礁を維持す る た め に 座間味の ダ イ ビ

ン グ事業者 は，サ ン ゴ 礁の 保全 に つ い て ，継続的なオ ニ ヒ トデ の駆除 とモ ニ タ リ ン グを続け つ つ ，

那覇の ダ イ ビ ン グ事業者を コ ン ト ロ ー
ル 下 に 置 くこ とが 今後の 課題 で あ る と認識する よ うに な っ

た。

　 3，2．MPA の 設置 と那覇事業者に対する参入障壁の構築

　オ ニ ヒ トデの 大量．発生 に よ る食害が
一

段落 し て 以後，座閙味 の ダ イ ビ ン グ業者が直面 した 課題

が，地元業者 に よるサ ン コ 礁 の オ
ーバ ー

ユ
ー

ス と，那覇 の ダ イ ビ ン グ事業者に よ る 慶良閊海域 へ

の 進入 を防 ぐこ とで あ っ た 。

　 まず座間味の ダ イ ビ ン グ事業者が 取 り組ん だ の が ，オ ニ ヒ トデ禍か ら守 っ た 島内の ダ イ ビ ン グ

ス ポ ッ ］
・

の オ ーバ ー
ユ

ー
ス を 避け る た め に MPA （Marine 　Proteeted　Area ：海洋保護区 ） を設

定 す る こ とで あ っ た 。 MPA の 設置を試み た 1998年当時，ダイ ビ ン グ事業者を 統轄す る組織は

存在 し ない た め ，特定 の 海域へ の 進入を拒む根拠が な い こ とが 問題 とな っ た 。こ こ で 座間味の ダ

イ ビ ン グ事業者が注 目した の が，鰹漁業の 衰退以来，存在意義が消えか か っ て い 泥漁協で ある。

本章冒頭部で 詳述 し て い る よ うに ，座間味の ダ イ ビ ン グ事業者に は 元漁業者が多数お り，漁協の

組合員で ある 。 座間味村に お い て 漁業の み で 生計を立て て い る人は い な い が，漁協だけ が海 の 利

用方法 に つ い て村民の 行動を コ ン トロ
ー

ル す る こ とが で きる制度で ある こ とを，ダ イ ビ ン グ事業

者は 発見 し た の で ある 。 そ こ で ，ダ イ ビ ン グ事業を営む漁 協組合員が主体とな り，ニ シ ハ マ ，安

慶名西端，安室島東端に MPA を設置し，3 年間を 目処 に 漁業 ・ダイ ビ ン グ業で の 利用 を 全面 禁

1L した （10）。もち ろ ん座間味 の ダ イ ビ ン グ事業者 の 中に は ，（た とえ ぽ
， 本土か ら の 移住者の よ う
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高橋 ； 座間味村におけ るダ イ ビン グ事 業の 成立 とサ ン ゴ礁保全

に ）漁協 に 加盟 して い ない ダ イ ビ ン グ事業者も存在す る 。
こ の 漁 協未加盟の ダ イ ビ ン グ事業者 に

対 し て は ，ダ イ ビ ン グ業以外の 収入 源を確保す る必要性を示 しつ つ 漁 協へ の 加 盟を 促 しつ つ ，

「古老の 漁業者で あ っ て も，MPA 内で 漁を しな い 」 とい う論理 で MPA へ の 協力を求め た 〔11）
。

　もち ろん ，漁協は MPA を運営する際 の 根拠 として は ，やや 無理がある 。 そ こ で 座間味の 事業

者は 2001年に 「座間味 ダ イ ビ ン グ協会 」 を設立 し，座問味村で ダ イ ビ ン グ業を営む 者に 加 盟を

求め
， 新た に 座 間味村で ダ イ ビ ン グ シ ョ ヅ プ の 開業す る に 際して は，協会に よる承認を必要 とす

る体制を敷 い た 。
さ ら に 02 年に は 旅館や ア ウ ト ドァ ス ポ ー

ッ 事業名 （ヨ ッ ト，シ
ー

カ ヤ ッ ク ，

ホ エ ール ウ ，t ッ チ ン グ な ど） な ど，サ ン ゴ 礁を 利用する村内事業者を統括する組織 と し て 「座間

味村商⊥ 会」 を設立 し ，
サ ン ゴ 礁の 保全 と持続的利用を 目指す仕組み を 作 りは じめ た 。

　MPA の 設置に よ っ て 新た な利用可 能性が生 じた の は 漁協だ けで は な い （12〕
。 前段で 紹介 し た

AMSL は 1988年に 設立 された 研究施設で あ る が ，設立当初 ， 村民 の 生活 に と っ て 無関係な存在

で あ っ た。し か し，オ ニ ヒ トデの 発生や サ ン ゴ の 白化現象を経て 座間味の 人 々 がサ ン ゴ の 保全に

取 り組む 中で ，AMSL と座間味の ダ イ ビ ン グ事業 者の 間 で 密接な協力関係が築か れ る よ うに な

っ た。例えば 谷 凵 （2003） に よれば，MPA の 設置に よ っ て壊滅状態に あ っ たサ ン ゴ 礁は 30〜50

％ の 回復が 見 られた が ，安室島東端の MPA は ダ イ バ ー
と漁業者の 進入 を

一
切禁止 し て い る間

に ，オ ニ ヒ トデが大量発生 し た こ とに誰 も気づ か ず，逆に 壊滅的打撃を受ける とい う結果 とな っ

た 。
こ の 経験か ら，MPA の 効果を認め つ つ も，慎重 なダ イ ビ ン グを前提 とした 定期的な モ ＝ タ

リ ン グ の 重要性が 確認 さ れ，研究者で ある AMSL と 日常的に 海 に 潜 りサ ン ゴ に 接する ダ イ ビ ン

グ業老 の よ り密接な連携が図られ る よ うに な っ た の で ある。

　現在，AMSL と座間味 の ダ イ ビ ン グ事業者は ，オ ニ ヒ トデ の 駆 除や サ ン ゴ の 移植実験，デー

タ 収集など に 際 し て 積極的 に 連携す る良好な関係を 築 い て い る 。 AMSL 連携を通 じ て ，座間味

の ダ イ ビ ン グ業者は 沖縄県下で 数少な い ，サ ン ゴ 礁保全に 関す る科学的デ ータ と，それに基づ く

保護実績を 有する 集団とな り得た 。 それ ゆえ彼 らは ，サ ン ゴ 礁保全 に 関 して 島内の イ ニ シ ア テ ィ

ブを獲得 し，座間味島内 の サ ン ゴ礁に か かわ る （ダ イ ビ ン グ事業者を含む）事業・者を コ ン ト卩
一

ル 下に 治め る こ とが 卩∫能 とな っ た と考えられる。

　しか し なが ら ， もう
一

つ の 懸案で あ る 那覇 の ダ イ ビ ン グ事業者 の 慶良間海域 へ の 進入 に つ い て

は ， こ れ ら村内の 仕組み 作 りの み で 達成で きる問題 で は な か っ た 。 事実，こ の 期間，那覇 と座間

味村の 中間に位置す る無人島 の チ ービ シ は多くの 那覇業者が ダ イ ビ ン グ，シ ュ ノ
ー

ケ リ ン グ，遊

泳の ポ イ ン ト と し て 利用 し，2003年 の 段階で 無人島を取 り巻 くサ ン ゴ 礁 の ほ と ん どが 白化 し て

し ま っ て お り，座間味の ダ イ ビ ン グ事業者は強 い 危機感を抱い て い た 。

　座間味 の ダ イ ビ ン グ業者側は，当初は 座間味漁協，近年は ダイ ビ ン グ協会名義で 那覇の ダ イ ビ

ン グ事業者に MPA へ の 協力と慶良 間海域 の 利用 自粛を求め て きたが， 目立 っ た成果をあげる こ

と は で きなか っ た 。
これは ，座間味漁協や座間味ダイ ビ ン グ協会名義の依頼は村内の 事業者 に と

っ て遵守す べ き もの で あ るが，那覇の ダ イ ビ ン グ事業者に と っ て は 「協力の お願い」 の域 とどま

り，強制力を 有して い ない か らで ある 。

　と りわ け，那覇 の ダ イ ビ ン グ事業者は ダ イ ビ ン グ協会を設立 して お らず，無数に 存在す る事業

者がそれぞれ の 思惑 に 従っ て 個別に 行動し て い る こ とが，座間味事業者側か ら見て 那覇事業者に

対す る対策を とれない 原因とな っ て い た 。
こ の た め ，座間味の 事業者 に と っ て ，い か に して 那覇
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の ダ ビ ン グ事業者を コ ン トロ
ー

ル 可能な状態 に 置 くの か とい うこ とが課題 とな っ た 。

　し か し，既存 の 法体系の 下 で は サ ン ゴ 礁の 排他的利用を実現す る こ と は難 し い
。
MPA を設置

す る に 当た っ て 漁協 の 持つ 権 力を 間接的に 利用 した こ とか ら も解る よ うに t 公海で の ダ イ ビ ン グ

を 直接的 に 規制す る こ とは 非常 tc難 し い
。

　そ こ で 座間味の ダ イ ビ ン グ事業者は ， 以前 の よ うに 那覇の ダ イ ビ ン グ事業者を慶良間海域か ら

閉め 出そ うとす る の で はな く，彼らが慶良間海域の利用す る際に は ，自発的に座間味ダイ ビ ン グ

協会の ル ー
ル を遵守す る仕組み を構築す る力法を模索す る こ とに な っ た c13〕。

　具体 的に は，座間味の ダ イ ビ ン グ事業者は ，2005年末頃よ り同じ慶良間海域 に 位置す る座間

味村 と渡嘉敷村 に ある 3 つ の ダ イ ど ン グ協会 と行政 と連携し，自主 ル
ー

ル の 下で 慶良間海域 の 保

全を行 う慶良間海域保全会議の 設置を進め て い っ た
。

こ こ で 設定 さ れ て い る 臼主 ル
ー

ル は ，座間

味の ダ イ ビ ン グ事業者が長年 の 実践 に 基づ い て 練 り上 げて きた ル
ー

ル が ベ ース とな っ て い る 。 も

ち ろ ん こ こ で 設定 され る ル ール が，対外的に 強制力の ある法的根拠 に はな り得な い が，顧問に座

間味 ・渡嘉敷両村長，事務局 もまた 行政 の 課 長を置 くこ とで 座間味村 ・渡嘉敷村 とい う2 つ の 行

政が保全協会に か かわ っ て お り，従来 の ダ イ ビ ン グ協会 レ ベ ル で の ル
ー

ル と比 して は る か に 高い

強制力を有 し うる 。 ま た ，こ の ル
ー

ル そ の もの の 妥当性 に つ い て も，座間味 ・渡嘉敷両村 に 在住

す るダ ィ ピ ン グ事業者は，長 年自キ 的に オ ＝ ヒ トデ の 駆除に 取 り組 ん で きた うえ 〔14），AMSL と

の 連携の 元で MPA を設置 しサ ン ゴ の 保全に 関す る科学的 ・統計的デ ータ を蓄積 し て きた と い う

十分な裏づ けがある 。 座間味の ダ イ ビ ン グ事業者たち は
， 自らが こ れま で に 獲得し て きた 実績を

巧 み に 利用 し，座間味村 の み ならず渡嘉敷村 を巻 き込 む こ とで ，慶良間海域全体を カ バ ー
す る こ

とを 目指 し て い る の で ある 。

　さら に ，こ の慶良問海域保全会議は
， 自主 ル

ー
ル の 遵守 の 下 で 那覇 の ダ イ ビ ン グ事業者 の 慶良

間海域の利用を 認め て い る だ け で は な く，組織的に も那覇 の ダ イ ビ ン グ事業者 もダイ ビ ン グ協会

の 設立を 前提 に 理 事と し て 参加す る余地が残 されて い る 。
こ れは， こ れ まで 個別に 動か れて い た

た め 対処の しよ うが無か っ た那覇の ダイ ビ ン グ事業者に 対 して ，協会の 設置 と事業者 の 統括を誘

導す る道筋を，座間味 ・渡嘉敷側が意図した もの で ある 。 もちろん，座間味 ・渡嘉敷側 と し て は

那覇の ダ イ ビ ン グ事業者を排除す る事を求め る 人 々 も存在する 。また ，チ
ービシ が つ ぶ れ て し ま

っ た こ とに 対す る那覇の ダ イ ビ ン グ事業者 に 対する不信感 もまだ根強い
。 しか し彼らは

，
こ の よ

うな 不 信感に 駆 られ て 単純 に 那覇 の ダ イ ビ ン グ事業者 の 排 除を試み る の で は な く， 那覇事業者が

自発的に 座間味側 の ル
ー

ル に 基づ い て 行動 し うる仕組み を作 り上げて い る の で あ る 〔15）
。

4．ま　 と　 め

　以上，本稿で は座間味村 に お ける ダ イ ビ ン グ産業 の 成立 と，座間味の ダ ィ ピ ン グ事業者が事業

の 持続を 目的と し て サ ン ゴ 礁を資源 と して 管理す る過程 に つ い て記述を行 っ て きた 。

　座間味の ダ イ ビ ン グ事業老が実現 した資源管理の あ り方は，慶良間海域保全会議 とい う全体像

を 当初か ら意図し，計画的 ・段階的に 構築して い っ た も の とい うよ りも，オ ニ ヒ トデの 大量 発生
，

サ ン ゴ 礁 の 白化現象と那覇 の ダ イ ビ ン グ事業者 の 慶良問海域 とい っ た サ ン ゴ 礁に 負荷を 与え る要
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高橋 ：座間味村に お けるダイ ビ ング事業の 成立 とサ ン ゴ礁保 全

因へ の 逐次的な対策の蓄積 と して 形成 された もの で あ る 。 さら に 言えば，こ の 資源管理を実践す

る 仕組み は ，漁協，AMSL ，座間味村 ・渡嘉敷村行政 と い っ た村 内外に 存在す る 既存の ア ク タ
ー

との 関係を ， 座間味の ダ ィ ピ ン グ事業者が サ ン ゴ礁保全とい う視点か ら再構築 した もの で ある。

先行研究が捉 え て きた エ コ ツ
ー

リズ ム とい う資源管理 の あ り方は
， 本稿が 記述 し て ぎた よ うに ，

資源管理 の 問題に 対 し て 逐次対処 し て い く当事者の 営為の 総体と して 構築 される もの で ある と考

え られ る。

　こ こ で 課題 となる の は ，なぜ，座間味の ダ イ ビ ン グ事業者が サ ン ゴ 礁 の 持続的な利用を意図し

た 資源管理 を戦略と し て 採用 した の か とい う点で あ る。同じ海域で 操業する 那覇の ダ イ ビ ン グ事

業者が ，短期収奪的 に サ ン ゴ 礁を利用 し，利益 の最大化を 目指す 戦略を採用して い る点を考慮す

れば
， 事業 の 長期存続を意図 しサ ン ゴ 礁を保全す べ き資源 と し て 見な す こ とは ，必ず し も一般的

な戦略で はな い
。

こ の 課題に つ い て ，本稿で は 鰹産業の哀退に伴 う過疎化 の 経験が，座間味の ダ

イ ビ ン グ事業者の 背後に 存在する こ とを記述 して い るが ， 十分な考察が行えた と言 い 難 い
。

こ れ

は，エ コ ツ
ーリズ ム 的な資源管理 を選択する際の イ ン セ ン テ ィ ブ に 関わ る問題で もあるた め

， 本

研究の 残された 課題 として 調 査を継続 して い ぎた い
。

注

（1） 本稿 は ，平 成 15〜17 年度科学研究費補助 金 「過疎化
・超 高齢化 に 直面す る 沖縄近海離島に け る 持続

　 的発展 モ デル の 構築
一

戦後沖縄 の 離 島社会に お ける 社会変動に 関する環境史的研究 」 に 基づ い て い る

　 （代表者 ・沖縄大学　新崎盛暉）。座間味村 の ダ イ ビ ン グ事業を 対 象 と した フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク は ，家中茂

　 （鳥取大学 ・環境社会学），鹿熊信
一

郎 （〔財〕亜熱帯総合研究所
・
水産資源学），藤澤宣広 （沖縄人学 ・

　公共経済学），高橋勅徳 （滋賀大学 ・経営学 ） の 4 名 に よ る 学際的 な 共同 研究 と して 実施 され た 。

（2）エ コ ッ
ー

リズ ム は 文化 の 保全 を含 む モ ノ で あ るが，本稿で は便宜上，自然環境 の 保全 の み に 議論を と

　 どめ る。

（3） エ コ ツ ーリズ ム の 成功が
， 結果 と し て 環境 の 消費 を 促す 市 場 を 形成 す る 事例が古川 ・松 田 （2003 ：

　ユ9−20） らが，ヒ マ ラ ヤ で の エ コ ト レ ッ キ ン グ ツ ア
ー

の 事例 を通 じて 紹介 して い る。ツ ァ
ー

の 参加者 ら

　 は，シ ェ ル パ の 家に 長期間ホ
ー

ム ス テ イ を 行い ，周辺 の 山や 森 を散 策 し て い く。こ の 際 滞在す る 村近

　 郊 の 森林を 守 る た め ，ツ ァ
ー

の 参加者が 現地 で 薪を調達せ ず，結果，周 辺 の 村で 薪市場が成立 し森林伐

　採が 進 む。あ る村で エ コ トレ ッ キ ン グ ッ ァ
ーが 成功す る と，その 周辺で 市場 が 成 立 し，周 囲の 自然環境

　 を 犠牲 に し な が ら ツ ァ
ー

は 拡 大 して い くの で あ る。

（4）本稿 は 合言15回 の 聞き取 り調査に もと つ い て い る （2003年 10月 4〜5H ；2004年 1月 19〜20 日 ；

　2004年 2月 21〜22 日 ；2005 年 5 月 21〜23 日 ；2006年 3月 7〜9H ）。調 査 は ダ イ ビ ン グ産業に か か わ

　 る 人 々 へ の ，座間味村 の 歴史や ダ イ ビ ン グ産業 の 成立 と個別 の 市業 の 運営，村 で の 生活 の 変化や 問題 な

　 どに つ い て の ヒ ア リ ン グ に 加 え て ，座間味商 T．会や ダ イ ビ ン グ 協会主催の シ ン ポ ジ ウ ム
， 沖縄大学地 域

　研 究 所 ス タ ッ フ を 交 え た 懇 談 会や 意見交換会 に 参加 し，観察調査を行っ て い る。本稿 の 大部分 は こ れ ら

　 フ ィ
ー

ル ドか ら得 られ た一次 デ ー
タ に 基づ くもの で あ る が，補足資料 と して 市町 村 が 発彳∫し た 調査報告

　や村史．ダ イ ビ ン グの 専門誌，座 間 味村 を フ ィ
ール ドと し た 学術論文を資料と して 作成 して い る。

（5＞本稿の 鰹産業 に 関す る論考 は 当事者の 語 り と， E田 （1995）に よ る調査 に 基づ い て い る。

（6）当時 の 沖縄で 実践され て い た 漁法 は ， 近海 で の 各種 の 網 も し くは 素潜りに よ る 採取 で あ り，質 的 に も

　 量的 に も近代的 な鰹 漁 業 に 対応 で きる もの で は なか っ た。そ こ で 座聞味村 の 人 々 は ，若者数名 を 本土 の

　 水産高校 に 派遣 し，鰹産業に 対応 し うる漁法 と鰹の 加工 技術を 学ぽせ て い る 。

（7） 1950年 Oc　2029 人 で あ っ た 人 口 が，80年 に は 761 人 に まで 減少して い る 。
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（8） ダ イ ビ ン グ事業者の 総数などに つ い て は，沖縄県 （2001） に基 づ い て い る 。

（9） 1998年に （財 ） 熱帯海洋生態研 究 振興 財 団 に よ っ て 設 立 され た 研 究 施 設 で あ り，造 礁 サ ン ゴ の 生 態

　 学的 ・遺伝進化学的研究，お よ びサ ン ゴ 礁の 修復，再生 お よ び 環境保全 に 関す る 研究 に 従串 して い る

　 （http：／／www ．　amsl ．　or ．　jp／jp／index，　htm ）。

（10） こ の 3 ヵ 所 の MPA は ，有望な ダ イ ビ ン グ ス ポ ッ トで あ る の と同時 に ，オ ニ ヒ トデの 被害が甚大で あ

　 っ た 海域 で あ る 。

（11）漁業権 に 法 的 根拠を 求 め て MPA へ の 進 入 を 拒 も う と した 場 合．ダ イ ビ ン グ は 漁 で は な い た め
， 漁業

　 権を侵して い な い とい う論理 が 成 り立 つ
。 そ の た め，座 間味の ダ イ ビ ン グ事業者は 漁業権 に 正 統性 の 源

　 泉 を 求 め る の を，か な り甲．期 の 段 階 で あ きらめ て い た よ うで あ る 。

（12）MPA の 設 i は サ ン ゴ 礁 の 保全 を 実現 し た だ け で な く，座間味 の 人 々 に 漁協とい う制度 の 利 用 可 能性

　 を認識 させ
，

ス ギや サ ン ゴ 礁 の 養殖事業 とい っ た新た な事業主体と して 冉編成 が 進め られ て い る 。 こ の

　 よ うな，状 況 の 変 化 に 応 じて 漁 協の 機能 が 変わ る こ と に つ い て は ，矢野 （2006） に お け る 琵琶湖 の 事例

　 で も指摘さ れ て い る 。

（13） 慶 良 間 海域 保全 会議 の 設立 と並 行 し て ，座 間味村 で は 全 島で ISO の 取得 を 冂指そ 5 と い う動 きが ，

　 商工 会や ダ イ ビ ン グ 協会を 中心 に 現れ て い る。こ れ は ，ISO の 取得 に よっ て ，環境に 対す る 配慮 とい う

　 点 で
， 那覇の ダ イ ビ ン グ事業者と差別化 し ようとす る戦略 で あ る 。 時折 し も，慶良間海域の ラ ム サ

ー
ル

　 条約 へ の 登録が決定 し，慶良間海域の 環境面で の 重要 性 が 国際的 に も認 め られ た タ イ ミ ン グ で あ り，村

　 内で もダ イ ビ ン グ協会，商工 会，婦人会な ど さ ま ざ ま な場所で ISO の 取得 に 向け た 話 し 合い が 進 め ら

　 れ て い る。

（14）座間味 で は ，年間 の べ 2000人 の 地元 ダ イ バ ーが 駆除 に 参加 し，年 10万匹 の オ ＝ ヒ t・デを駆除 して い

　 る。オ ニ ヒ トデ 駆除 に つ い て は，行政か らの 補助が出 る場合もあ るが，ほ と ん ど が 座間味ダ ィ ピ ン グ協

　 会を 中心 と し た ボ ラ ン テ ィ ア で 成 り立 っ て い る。

（15）慶良間海域保全会議が設定す る ル
ー

ル に 対す る遵守 は，那覇事業者 に と っ て 新 た な事業戦略を もた ら

　 す可 能性が ある。現在，那覇 の ダ イ ビ ン グ市業者 は過当競争 を 強い られ て お り，座 間 味の 事業老 と比 べ

　 て 客 単．伽が低 く，大量 の 観光客を 受け入 れ る こ とで 利益 を確保す る 薄利多売戦略 を と ら ざ る 得ない 状況

　 に あ る 。 そ こ で ，あ え て 慶良間海域保全会議の 設定す る ル
ー

ル に 従い ．慶良間海域を中心 に 創業す る こ

　 とで ，客単価 を 座間味 の ダ イ ビ ン グ事業者 と「司 レ ベ ル ま で ヒげる こ と が 可 能に な る。顧客数重 視 か ら客

　 単価重視 へ の 転換を図る 際 慶良間海域保全会議 の ル
ー

ル を遵守 し慶良間海域で 操業する こ とは，那覇

　 事業者 に と っ て 魅力的 な選択 で あ る と 言 え る。
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