


石垣島
八重山の経済、行政、観光の
中心で、周辺の島々に行く際
の起点となる島。代表的な景
勝地として川平湾が有名で、
市街地を抜けると豊かな自然
が広がっています。

黒島
人口の10倍以上、約3000頭の
牛が放牧されている島。島の形
がハートにも見えることから
「ハートアイランド」という愛
称もあります。新城島

上地島と下地島の２つの島か
らなります。目の前の海には
サンゴ礁が広がり、その美し
さは八重山でも NO.１といわ
れるほど。

波照間島
石垣島からさらに南へ約60km。
青のグラデーションが鮮やかな
ニシ浜は、沖縄県内でも指折り
の美しさ。

小浜島
八重山諸島の真ん中にあって、
八重山のおへそ的存在。さと
うきび畑や牧草地が広がって
います。

鳩間島
徒歩で１周約１時間ほどの島
です。のんびりとした時間が
贅沢に流れています。

由布島
島全体が植物園で、4万本
以上のヤシや、さまざまな
熱帯植物があります。島へ
渡る水牛車が人気です。

嘉弥真島
たくさんの野ウサギがす
んでいます。島の北と西
のビーチはウミガメの産
卵場所。

西表島
島の約90％以上がジャングルに
おおわれ、手つかずの自然が残
る島。特別天然記念物のイリオ
モテヤマネコが生息しています。

与那国島 
台湾まで111kmの日本最西端の島。
荒々しい波が打ちつける断崖絶壁
の景観は、男性的な力強さがあり八
重山の中でも独特です。

竹富島
赤瓦屋根と白い砂道の集落は、
沖縄の原風景が今もそのまま
残っています。星の砂で有名
なカイジ浜や海の色も鮮やか
なコンドイ浜があります。
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沖縄 八重山 学習ガイド 八重山諸島について

沖縄本島よりもさらに南西に400km以上も離れた八重山諸島の自然環境、文
化・風習などについて紹介します。より詳しくは、八重山についての豊富な参考文
献やネット上の情報にもアプローチして、知見を深めてみてください。

　地図を見て、八重山諸島が皆さんが暮らしている
所からどれだけ遠いのかを再確認してください。東
京から石垣島の距離は約2,000kmあります。11
の有人島と、その他の無人島からなり、小さな島々
の陸域面積の合計は600km2にもなりませんが、
海域を含めると広大な面積を占めることが想像で
きるでしょう。
　その中には沖縄県で２番目の面積を誇る西表島
や、沖縄県最高峰の於茂登岳のある石垣島、有人島
として日本最西端の与那国島、最南端の波照間島な
どがあります。

　亜熱帯にある島々ですから、自然環境は本土とは
まるで異なります。また沖縄は、かつて琉球王国と
いう独立国家だったため、人々の
暮らしや文化・風習も独特でした。
八重山も同様で、今でも独特の
文化・風習が受け継がれてい
ます。このように、日本の中
では特有の自然環境と文化
を持った最南西端の島々
が八重山諸島です。
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石垣島
竹富島
西表島
鳩間島
由布島
小浜島
嘉弥真島
黒島

波照間島
与那国島

222.63
5.43

289.30 
0.96
0.15
7.85
0.39
10.02
1.76
1.58
12.77
28.91

石垣市

竹富町

与那国町

49,127
363 
2,442 
45 
23 
733 
2

218 
12 
2

507 
1,696

島　名市町名 人口（人）面積（km2）

上地島
下地島

新城島

13,100
12,000
7,450

西表島
石垣島
西表島

浦内川
宮良川
仲間川

八重山の長い川トップ３

指定延長（m）川の名前 所在地

※人口のデータは平成28年８月末時点のもの。

※於茂登岳は沖縄県の最高峰。

※浦内川は沖縄県で最長の川。

526
477
469

石垣島
石垣島
西表島

於茂登岳
桴海於茂登岳
古見岳

八重山の高い山トップ３

標高（m）山の名前 所在地

各島の面積・人口
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うちぱなりじま



台　風

地　質

自 然 環 境

気候の特徴

石垣島地方の一年の季節区分

　ドイツ人のウラジミール・ペーター・ケッ
ペンの気候区分では、日本のほぼ南半分が
温帯に属しますが、八重山地方は、さらに
細分化された亜熱帯という気候区分にあり
ます。
　世界２大海流の一つである黒潮は、フィリ
ピン海沖や八重山の沖で誕生し、八重山の
西にある東シナ海側を北上します。暖流で
ある黒潮の影響を受け、夏の最高気温は
35℃、冬の最低気温もせいぜい14℃程度、
年間の平均気温は24℃です。しかし日射
量は日本で最大ですから、夏の独特の暑さ
は気温だけでは計れません。また冬は、北
北東の季節風が吹き荒れますから、意外な
ほど体感温度が低くなります。
　降水量は年間の平均値が2,061mmで、
その約60％が梅雨の季節と台風接近時に
もたらされます。ですから、空梅雨であっ
たり、台風の降雨が少ないと、干ばつに見
舞われることがあります。
　湿度の年平均値は77％で、梅雨の季節
や夏には80％を超えることもあります。
日本で有数の多湿地域であるといえるで
しょう。この湿度の高さが、夏の蒸し暑さ
を一層増していると考えられます。

MEMO

MEMO

　サンゴ群落の石灰質や有孔虫などの死
骸、その他の堆積物が長い時間をかけて固
まり、陸地をつくりますが、それが琉球石
灰岩による琉球層群です。いわばサンゴが
つくった陸地です。竹富島、黒島、鳩間島、
波照間島、新城島といった標高が低い島々
と、その他の島の平野部がそれです。標高
が高い山がある島は、火山が噴出した物質

が固まって出来ました。海中の景観の多様
性も高いのですが、島々の地層・地質の多
様性も極めて高く、岩石の博物館と呼ばれ
ています。石垣島ではトムル崎の緑色片岩
や黒色片岩、安良崎の枕状溶岩、御願崎の
グリーンタフが、西表島では約２千年前に
砂岩や泥岩が堆積して出来た八重山層に
出合えます。

う がんざきやす ら ざき

　八重山に接近する台風は、年間で平均４
個前後ですが、その影響は甚大です。近年
で被害が大きかったのは、2006年の台風
第13号でした。９月16日の明け方、西表

島上原で69.9m/s、７時過ぎに石垣島登
野城で67.0m/sという最大瞬間風速を記
録しました。1977年の台風第５号ベラに
続く、石垣島地方気象台（1896年創立）
観測史上２番目の記録です。あちらこちら
で、電柱の倒壊（221本）、駐車中の自動車
の横転、係留中の船の転覆、牛舎の屋根の
損壊などの無残な光景が見られ、農業被害
は７億５千万円にも及びました。
　一方、台風がもたらす雨は、自然界にとっ
ても農業にとって重要です。人間生活に飲
料水をもたらしてくれるという意味でも恩
恵を与えてくれる自然現象だと理解すべき
でしょう。

亜熱帯とは…一般に緯度20～30度あたりの地域、
あるいは南北の回帰線から高緯度の温帯地域を指
す。明確な境界があるわけではない。本土とは明ら
かに気候が異なるので、温帯とは別に亜熱帯と呼ば
れることが定着したと考えられる。
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0.4コ

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月気温

季節区分

降水量
（mm）
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9.4℃
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13.3℃
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晴れの日
雨の日 9.6日

10.4日
8.3日
4.1日

11.2日
3.7日

12.5日
3.6日

15.1日
4.8日

19.4日
4.2日

24.7日
2.7日

23.6日
5.4日

20.9日
5.4日

18.0日
4.1日

13.5日
4.4日

12.0日
3.3日

130.6 139.4 131.5 155.1 206.6 206.6
130.4

261.6 257.7 204.5
156.5 126.3

石 垣

石 垣

ブーゲンビレア

サトウキビ

サガリバナ

ハイビスカス

月桃（げっとう）
デイゴ

カンヒザクラ

アーサ
モズク

0.1コ0.4コ1.1コ1.3コ台風接近数 0.2コ

収穫
時期

花

東 京

石 垣

パイン
マンゴー　

サトウキビ

パパイヤ

※気象データは、2013年の気象庁のデータより。※台風の接近数は、台風の中心が石垣島気象台の300km以内に入った平均値(1981年～2010年)。※晴れの日は「日照率40％以上の
日数」、雨の日は「日降水量10mm以上の日数」(1981年～2010年の平均値)。※紫外線は1997年～2008年の平均。※収穫時期、開花時期は天候や年によって異なります。

冬 春 うるずん・若夏 梅雨 秋 冬盛夏
ばがなつ

2015年8月、台風15号のつめあと



八重山の自然の砂浜に
は、アカウミガメ、アオウ
ミガメ、タイマイの３種
類のウミガメが産卵に
やってくるよ。

マングローブ林と干潟

サンゴは、体の外側に石灰質の骨格を作る動物で、ブダイ（魚）などの餌にもなっている。骨ごと食べられたサンゴは、粉々になっ
た骨の部分が糞となって排泄される。ウニやシャコ貝の仲間はサンゴを削って自分の住みかになる穴倉を作るが、そこでもサン
ゴの骨が削られる。サンゴ礁がある海の砂は、そうやって出来た粉々になった物や、有孔虫（星の砂、太陽の砂など）の殻、
ウニのトゲなどで形作られている。骨や殻は石灰質で出来ているので、色が白い。だから海底や砂浜の砂は白い。
また海水の透明度が高いうえに、島々の沿岸域は水深が浅いので、太陽光が白い海底に届いて反射し、反射光が独特の明る
い青い色を見せてくれるのである。

マングローブを構成するヒルギに
は、上に挙げた３種の他に、ヒル
ギモドキ、ヒルギダマシ、ニッパヤ
シ（国内では西表島だけに生育す
る）などがある。多くは、満潮時
の海面よりも上に呼吸根と呼ばれ
る根を伸ばす姿が特徴的である。

日本一の星空

サンゴ礁の海

MEMO

MEMO

　全天にある88の星座のうち84星座
と、21個の一等星のすべてを見ることが
できる（１月から２月）、南十字星（サザンク
ロス）も見ることができる（12月から６
月）、天の川も肉眼で一年中見える、偏西風
やジェット気流の影響が少ないので大気の
揺らぎが少なく鮮明に星空を観察すること
ができる、といった恵まれた条件を授かっ
た島々なので、日本一の星空の島々とも呼
ばれています。
　その好条件を生かして、国立天文台は
2006年、石垣島天文台を開設しました。
九州・沖縄で最大の、口径105cm光学赤
外線望遠鏡「むりかぶし（郡星）」を備えて
います。天体についての専門的な観測研究

だけではなく、一般への広報普及活動にも
力を入れていて、天体観望会の実施や宇宙
を立体的に見ることができる映像の上映な
ど、活発な活動を重ねています。

　石垣島の名蔵川河口域にある国指定鳥獣
保護区のアンパル干潟は、水鳥（シギ･チド
リ、サギなど）たちの生息に重要な場所だと
して、2005年にラムサール条約（特に水鳥
の生息地として重要な湿地に関する条約）に
も登録されました。西表石垣国立公園の特別
地域にも指定されています。この広大な（お
よそ157ha）干潟の中の奥まった場所に、水
鳥たちのサンクチュアリ（聖域）があります。
　石垣島のアンパル干潟や宮良川河口、西
表島の船浦湾、仲間川や浦内川をはじめと
した河川の河口域には、汽水域（淡水と海
水が入り混じる域）でも生きてゆける、ヒル
ギを代表とした植生を見ることができま
す。ヒルギたちが構成する林がマングロー
ブ林です。八重山諸島では、ヤエヤマヒル
ギ、オヒルギ、メヒルギ、などが代表種です。
　マングローブ地域には、ミナミトビハゼ
（方言名：トントンミー）、古謡《アンパルヌ

ミダガーマユンタ》で
も歌われるシオマネ
キ類をはじめとした
多種多様なカニたち、
シレナシジミ（国内最
大のシジミ）などの貝
たちが生活し、満ち
潮にはヒルギの根の
間を外敵からの避難
場所として利用する
小魚たちもやってき
ます。干潟も実は生
物の多様性が極めて
高い場所なのです。

ヒルギの種類

砂浜が白く、海が明るい青色のわけ

　石垣島と西表島の
間には、石西礁湖と
呼ばれる国内最大面
積を誇るサンゴ礁海
域があります。また
島々の沿岸域にもサ
ンゴ礁海域が連なっています。環境省の
データによれば、八重山諸島海域の造礁サ
ンゴの種類は360種以上で、世界最大面
積のサンゴ礁海域のオーストラリア・グ
レートバリアリーフの330種を上回りま
す。多様性が高い貴重なサンゴ礁の海なの
です。このように八重山の海域はサンゴを
利用して生きる海中生物も多種多様です。

　石垣島白保の海域に生息するアオサンゴ
群落は、北半球で最大のものだと言われて
いますが、実は南半球にあるグレートバリ
アリーフでもこれほどの規模のアオサンゴ

群落は発見されていません。ですから、白
保のアオサンゴ群落が世界最大だと見なす
こともできます。
　海水の透明度が高いことも特徴です。中
国大陸の揚子江や黄河などから海に流れ出
る、土砂を大量に含んだ濁った水が、黒潮
や沖縄トラフ（九州の西から台湾の東まで
続く、東シナ海にある海中の盆地）にさえ
ぎられ、琉球列島までやってこないからで
す。また海中のプランクトンなどの微生物
が少ないことも、高い透明度の理由のひと
つです。しかし環境汚染や近年の気候変動
による影響を受け、サンゴにとって生きにく
い状況になってきています。

アオサンゴ

ニシ浜（波照間島）
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ミナミトビハゼ

南十字星

マングローブ林（西表島）

星の砂、太陽の砂

シオマネキの仲間

ノコギリガザミ

▲アカウミガメ

▲カクレクマノミ

石垣島天文台と天の川

代表的なヒルギ３種の違い

ヤエヤマヒルギ
高さ10ｍにもなる。
葉は厚く表面が滑ら
か。根はタコ足状の支
柱根［しちゅうこん］。

　メヒルギ
高さ８ｍ前後。呼
吸根は小さな板
状になる（板根
［ばんこん］）。

オヒルギ
高さ10ｍ前後。人
の膝のような形の
根を地上に出す
（膝根［しっこん］）。



八重山諸島の動植物

多種多様な生き物の生息と国立公園

身近にいる興味深い動物たち

MEMO

MEMO

　自然環境が豊かで動植物の種が豊富な
島々ですから、山や森に入り込めば、興味
深い生き物たちにすぐに出会えます。一方、
人々が生活する集落や街、さらには家の中
でもいろいろな生き物を見つけることがで
きます。

　地元でヤールー
と呼ばれるホオグ
ロヤモリは、家の中
でごく当たり前に
見つけることがで

きます。手足の形や顔の表情に愛嬌があ
り、隠れた人気者です。親の体長は大きな
もので15cm前後、生まれたてのヤールー
は２cm程度のものです。家の中で「チッ
チッチッチッ」と鳴きます。産卵前のメスの
お腹に二つの卵を持っているのが見えるこ
ともあります。

　屋敷林のフクギ
の周辺で飛び回る
ヤエヤマオオコウ
モリも容易に見る
ことができます。
夜行性ですが、日
中に活動すること
も珍しくありませ
ん。果実を餌にす
るフルーツバットです。フクギの実が好物
のようです。毛むくじゃらの彼らも愛嬌が
ある表情をしています。
　オカガニは旧暦の５月15日前後（満月の
大潮）の夜に、卵を持ったメスたちが海岸
の波打ち際に降りて、波に洗われるように
して放卵します。この時期、普段生活して
いる内陸部から海岸に移動する彼らの姿を
あちこちで見ることができるでしょう。

マダラセセリなどが代表種です。
　食物連鎖の頂点に立つのが国指定特別
天然記念物であるカンムリワシです。石垣
島、西表島にそれぞれ100羽前後しか生
息が確認されていません。実数はもう少
し多いのかもしれませんが、それにしても
種が存続していくためにはあまりにも少

ない数です。西表島のみに生息するイリ
オモテヤマネコも個体数はおよそ100匹
だと推定されています。それでもなぜ彼
らが生存を続けていられるのか、依然とし
て謎なのです。どちらも近年交通事故
（ロードキル）による死亡が増えており、
種の存続がいよいよ危ぶまれています。

　北限種や南限種の動植物が豊富に生息し
ていることも八重山諸島の特徴のひとつ
です。
　植物では、南方系の種が豊富です。海岸
では、アダン、クサトベラ、モンパノキ、平
地では、ガジュマル、アコウ、ソテツなどが
見られます。屋敷林として植えられ、台風
の暴風から家屋を守るフクギも南方から
やってきた種だと考えられています。山地
に行けば、スダジイ、オキナワウラジロガ
シといった温帯性植物や、着生ラン、ヒカ
ゲヘゴなどの熱帯性植物が茂っています。
石垣島の米原や西表島には、１属１種のヤ
エヤマヤシ（固有種）が自生しています。そ
れらの植物が織りなす景観も、日本本土で
は見られないものでしょう。

　動物も固有種が豊富です。カンムリワシ
（固有亜種）、イリオモテヤマネコ、サキシ
マハブ、コナカハグロトンボ、アサヒナキ

　日本は、世界的にみても豊かな動植物が
生息する地域ですが、植物についていえば、
日本全国の約0.2％の面積の陸域の八重
山諸島に国内の約16％、約1,300種の在
来植物が生育しています。昆虫類では、日
本全体の約31,500種に対し、約4,500
種の昆虫が生息しています。島々の面積に
比べて、そこに生きる生物の種類が多様な
のです。
　その優れた自然環境を守り、将来に伝え
てゆくために、1972年５月にまず西表島
の一部が国立公園に指定されました。その
後も国立公園計画の見直しや検討のたび
に、その指定領域が拡大され、2007年に

は石垣島も仲間入り
し、西表石垣国立公
園と名前が変わりま
した。さらに2016
年には西表島の全
域と周辺海域が国
立公園となり、石垣
島北部平久保半島
のサガリバナ群落地
なども編入されまし
た。Ｐ２～Ｐ３の地図にこの国立公園の範
囲を示してあります。八重山諸島の島々と
海域の大部分が含まれていることに注目し
てください。

八重山にいる世界一、日本一の生き物

八重山諸島に生息する
国指定特別天然記念物

八重山諸島に生息する
国指定天然記念物
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▲イリオモテヤマネコ（西表島固有種）
【写真提供】環境省西表野生生物保護センター

▲ヤエヤマセマルハコガメ

▲ガジュマル

カンムリワシ▲

▲米原のヤエヤマヤシ群落

など

サガリバナ

▲ホオグロヤモリ

▲オカヤドカリ類

▲キシノウエトカゲ
　（日本最大のトカゲ）

ヤエヤマオオコウモリ▲

大きいもので10cmを
超えるものもいる。

日本最大のシジミ
シレナシジミ

羽を広げると20～30cmにもな
る。日本では与那国島､西表島､石
垣島にのみ生息。

世界最大の蛾
ヨナグニサン

大きいものでは横
幅8m、体重3tに
達する。

世界最大のエイ
ナンヨウマンタ

羽を広げると約15cmある。

サナギは金色

日本最大級の蝶
オオゴマダラ

体長は1.5～2cmほど。

日本最小のセミ
イワサキクサゼミ

世界最大の豆
モダマ

実物大のモダマ。

サヤの大きさは1m以上、
中の豆は直径5cmほども
ある。

日本最大のドングリ
オキナワウラジロガシ
沖縄地方に生育するカシの木。ドングリが日本最大で、
直径2～3cm、重量15～20gもある。

この他に、
ヤシガニ
陸上生活をする甲殻
類で日本最大
サキシマヒラタクワガタ
日本最大のヒラタクワ
ガタの亜種のひとつ
サキシマスジオ
（日本最大の蛇）
オオジョロウグモ
（日本最大のクモ）
などもいるよ。

（ ）

（ ）



十六日祭

旧正月

浜下り
ユッカヌヒー

豊年祭

キツガン
（結願祭）

シチ
（節祭）

タナドゥイ・タネドリ
（種子取祭）

ソーロン
（盂蘭盆・旧盆）

１月１日の正月儀礼。現代では漁師（海人）が主に行っている。

１月16日の先祖供養の日。各家の墓で、先祖に酒や供物を供える。

３月３日。潮が年間で最も引く日に、主に女性が海に入り、身を清める。

旧暦６月の第１期米の収穫後に行われ、プル、プール、プーリィ、プーリ、プーリンなどと呼ば
れる。神に五穀豊穣の稔りを感謝し、次の年の豊年を祈願する。

一年の節替わりの区切りとして９月から１０月に行われる儀礼。「節」は年の始め（正月）に当たる。西
表島の祖納と干立のシチは国の重要無形民俗文化財に指定されている。

稲の種を播き、稲が無事に育つことを祈願する祭祀。古くは立冬の節に稲種子を苗代日に下ろ
して祝いを行っていたといわれる。竹富島の種子取祭は、１０日間にわたって行われる島最大の
祭事で、国の重要無形民俗文化財に指定されている。

それまでに行ってきた儀礼をまとめる意味合いの祭祀。豊年をもたらすミルク神（弥勒菩薩）
を先頭にした行列の後、神への感謝を表す祈願と奉納芸能がある。村によって毎年行う地域
（石垣島川平、小浜島、竹富島、黒島など）と12年に１度行う地域（石垣島登野城）がある。小浜
島のキツガンは国の重要無形民俗文化財に指定されている。

７月１３日～１５日の３日間、祖先の霊を供養する旧盆行事。八重山ではアンガマと呼ぶ独特
の祖霊神が登場する地域もある。

５月４日に行われる海神祭。豊漁と海での操業の安全を海の神様に祈願する漁師の祭り。

旧暦とは、月の満ち欠
けの周期を基にした暦のこ
と。現在日常的に使われてい
る新暦は、地球が太陽の周り

を回る期間を１年と
した暦。

文 化・風 俗

謡と踊り

信仰、祭

MEMO

MEMO

　土着の神様への信仰と儀式、稲作についての儀礼、先祖崇拝の儀式などが沢山あります。その
ほぼすべてが旧暦で日取りを決めます。代表的なものを紹介しましょう。日付けはすべて旧暦です。

神様を祀った場所で、ひとつの集落にいくつもの御嶽がある。オン、オガン、
ワー、ワンなどと呼ばれる。入り口に鳥居がある御嶽も多いが、これは本土
の影響を受け明治時代以降につくられたもの。庭（境内）には拝殿があるこ
とが多く、さらに奥にはイビ、あるいはウブと呼ぶ聖域がある。神様の居場所
であり、神に仕える神女（ツカサ）しか入ることが許されない。一般の人間が
立ち入ることは厳禁である。

　民謡には、人の声だけで歌う古謡、三線
や笛などの伴奏付きで歌う節歌がありま
す。古謡は、アヨウ、ユンタ、ジラバなどで、
アヨウは祭祀儀礼の場で全員で歌うおご
そかなもの。ユンタ、ジラバは、多くの人た
ちが農作業などで歌うもので、重労働の辛
さを忘れさせたといわれています。節歌で
伴奏を務める三線は、琉球王府の役人た
ちが八重山にもたらした
もので、三線の普及に
よって多くの節歌が作ら
れました。《赤馬節》《鷲
ヌ鳥節》《白保節》《弥
勒節》などがよく知られ
ています。
　古謡や節歌に振り付
けした舞踊は、基本的に
は祭祀儀礼の場で奉納
されたり、お祝いの席で
披露される他、大きな舞
台で公演されることもあ

ります。八重山には
数多くの舞踊研究所
（踊りを習う教室）が
ある他、石垣島に3
校ある高等学校のす
べてに郷土芸能部が
あります。男性は三
線を、女性は舞踊をたしなむ気風が島々に
あるのです。
　近代の音楽では、《えんどうの花》の作
曲で知られ、「八重山近代音楽の父」と呼
ばれる宮良長包がいます。明治16年に石
垣島の新川で生まれた長包は、百数十曲
の「琉球の新民謡」を作曲し、それらの歌
は伝統的な民謡とならび、人々に愛唱され
ています。
　そういった背景の下で、BEGIN、夏川り
み、新良幸人、大島保克、大工哲弘、きい
やま商店、などなど、八重山生まれの有名
なミュージシャンが続々と生まれています。

御嶽
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旧盆行事で登場するアンガマ（石垣島） ユッカヌヒーに行われるハーリーと呼ばれる爬竜船競漕（石垣島）

豊年祭（黒島） 種子取祭（竹富島）での庭の芸能

三線

石垣島の真乙姥御嶽（マイツバーオン）

こ  よう

ふし うた

みや ら ちょう ほう

あ　ら ゆき  と おお しま やす かつ だい   く  てつ ひろ

ビ　ギ　ン なつかわ

サン シン

ばすあかんまぶし

み

るく ぶし

しら  ほ  ぶしとぅりぶし

ウミンチュ

ユッカ

ハマ ウ

さ  い 　 し



織　物

方　言

家　屋 食文化

MEMO

MEMO　今となっては、琉球方言は本土の言葉と
はまるで異なるように思えますが、はるか
昔、平安時代の大和語（今でいう日本語）
の名残を持つので、元々は日本の都言葉
だったとされています。その平安時代の言
葉が、その後、琉球の島々で独自に変化し
てゆき、北琉球の方言、南琉球の方言に分
類されました。それらの変化には一定の法
則性があります。そして、南琉球の方言は、
宮古方言と八重山方言に分類され、さらに
島ごとの方言に分類されています。その中
でも突出して言葉の変化が大きかったのが

与那国方言です。
　八重山の方言は、島ごとに違っているう
え、集落ごとでも異なります。石垣島でい
えば、四カ字（字石垣・字大川・字新川・字
登野城）とその他の集落では言葉が違うの
です。八重山は言葉についても多様性を
持っています。
　ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）
が2009年に発表した世界の消滅危機言
語リストでは、八重山方言と与那国方言が
重大な危機にある言語、という評価を受け
ました。

　石垣の塀に囲まれた屋敷の
中に赤瓦の家、屋敷の周囲に
は屋敷林のフクギが植えられ
ている、といった光景が沖縄
の家の典型的なイメージでしょ
う。ところが琉球王国時代に
は、士族ではない平民が建て
る家には色々と制限があり、赤

瓦を使うことも許されていませんでした。
それが解禁されたのは1889年頃です。そ
れ以前は茅葺きの家で生活をしていまし

た。近代の家屋の部屋の配置には一定のし
きたりがあり、一番座、二番座、三番座、裏
座、台所と区切られ、それぞれの部屋の役
割も決まっていました。一番座には床の間
があり、神様への祈りの場、二番座には仏
壇があり、先祖の位牌、焼香用の香炉など
が置かれ、先祖を供養する場になっていま
す。現代では台風による損壊を避けるため
に、コンクリート造りの家が主流になって
いますが、部屋の配置についてはかなり伝
統が守られているようです。

現代の食生活
　八重山で最もポピュラーな食に、八重山
そばを挙げることができます。小麦粉100
パーセントのそばですから、いわゆる蕎麦
とは異なります。また沖縄そばとも違うとい
うことを八重山の人々は主張します。食事が
できる大抵のお店で提供されるほか、集落
の寄り合いの時や、祭りの準備の時の昼食
にもそばが振る舞われます。「何かあれば、
そば」という存在です。

　チャンプルーというものも、代表的な食の
ひとつです。明確な定義は無いようですが、
もともとはあり合わせの野菜や豆腐などの
身近な材料を混ぜこぜにして炒めた物だと
考えられます。

　食材としての野菜で個
性的な物としては、ゴー
ヤ（ニガウリ）、パパイヤ
（まだ実が青い物を野菜
として調理する）、オオタ
ニワタリ（学名：ミナミタニワタリ）、ヘチマ
などがあります。
　その他、豚肉料理が豊富で、沖縄の海で
は昆布が採れないのに、その消費量が日本
一といわれています。
　海に囲まれた島々ですから海産物の種類
も豊富です。アーサ（食用のアオサ）、モズ
クなどの海藻類、ギーラ（シャコ貝）、南の
海特有の魚たち、ウニなどなどです。カラ
フルな熱帯魚も調理され、あるいはお刺身
として出てくることもあります。
　現代では流通システムが充実し、本土で買
える物ならほぼ何でも手に入りますから、食
の様子もずいぶん変わってきました。

魔除けのいろいろ

　伝統的な織物には、糸芭蕉の繊維で織っ
た芭蕉布、木綿で織った木綿布、苧麻の繊
維で織った麻布などがあります。琉球王国
の時代には、王府から指示された模様を織
り込んだ麻布の織物八重山上布も人頭税と
して課されていました。それを織るのは主
に15歳から50歳の女性で、苧麻の繊維
を取り出し、それを糸に紡ぎ、高い技術で
指示通りの模様を織り込んで布にする一連
の作業は、大変な苦労を伴いました。
　祭祀儀礼の時の正装として、男性は苧麻
の布を藍で染色した着物を着ます。日常着
としては芭蕉衣、苧麻衣がありました。しゃ
りしゃりとした涼しげな質感は、島々の暑
い夏には最適です。
　八重山ミンサーは、もともと綿を素材と

した紺地の細帯で、
女性が愛する男性
に贈りました。四角
い絣模様の五つと
四つが織り込まれて
います。「いつ（五）
の世（四）までも末

永く…」という想いが込められているとい
われています。
　与那国ドゥタティは古来の作業着、日常
着で、現在は祭事のときに着用されます。
素材は苧麻、木綿で、４枚の布を使って作
られるので、ドゥ（四つ）タティ（仕立て）と
呼ばれます。また、
与那国にはかつて
役人だけに着用が
許されたといわれ
る花柄模様の与
那国花織、ミトゥ
（夫婦）と呼ばれる
絣模様の帯・与那
国カガンヌブーな
どもあります。
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石敢當
Ｔ字路でよく見かけるが、
これも魔除けの意味があ
る。路地を突進してきた
魔物がＴ字路の突き当た
りにぶつかると災いが起

きるとされており、それを避ける願いが込
められている。中国から伝わった風習。

ピーフン
屋敷の門の一段内側
に部分的な塀（ピーフ
ン）が設けられている
家もある。外の世界の
魔物が家の中に進入
するのを防ぐための
魔除けの意味がある。

シーサー
屋根の上などにあるシーサーは、
昔、赤瓦を葺く職人が、壊れたり
余ったりした赤瓦を使って魔除け
の獅子を屋根の上に作ったことが
始まりだとされている。本来はシー

サーは一体だけの物だったが、最近は阿吽（あうん）
の狛犬よろしく２体の獅子の姿も見られる。

アーサ

カラフルな魚

モズク

八重山上布製作の一工程「海晒し」

ドゥタティとカガンヌブー
（与那国島）

ゴーヤ パパイヤ オオタニワタリ ヘチマ

いと ば しょう

ば しょう  ふ

や   え  やまじょうふ にんとうぜい

ちょ ま

いし がん とう

いし がき

みや  こ

おお かわ あら かわ

と　の   しろ

島ネギ
八重山かまぼこ細切り三枚肉

（豚バラ肉）

●基本の八重山そば

麺は小麦粉100%
丸麺または平麺

スープのベースは
かつお出汁や豚骨など

八
重
山
ミ
ン
サ
ー

赤瓦屋根

フクギ

石垣の塀 ピーフン



歴史と平和

琉球王国と人頭税の時代

明和大津波

第２次世界大戦と戦争マラリア

MEMO

MEMO

　第２次世界大戦で、沖縄本島が日本で唯
一地上戦があった激戦地として歴史書に記
録されていますが、八重山も戦争と無縁で
はありませんでした。陸軍飛行場（白保に
あった特別攻撃隊の基地）や平得の海軍南
飛行場は爆撃の目標とされました。石垣島
をはじめ、西表島にも与那国島にも、その
他の島々にも、多くの戦争遺跡があります。
　住民が受けた戦争被害で最大のものは、
マラリア禍でしょう。戦火が激しくなると
日本軍は住民に避難を命じました。その避
難先はもともとマラリアが蔓延している地
域でしたから、避難民の多くがマラリアに

かかり、亡くなりました。その患
者数は、１万6,864人、死者は
3,647人に上りました。ちなみ
に、空爆などの直接的な戦争被
害で亡くなった人数は174人で
した。
　1945年８月に大戦は終了し、
戦勝国であるアメリカは沖縄を
支配下に置きました。アメリカと
しては、戦後の冷戦時代に極東
地域の安全と平和を維持するた
めに沖縄を米軍の軍事拠点とす
る狙いが背景にあったのです。
1972年５月15日に沖縄がアメ

リカの支配から解放され、日本に復帰した
後も、米軍基地が沖縄に集中している状況
には変化がありません。

　1945年３月、日本軍は波照間島住民の全員（1,511人）に疎開命令を下した。
疎開先は主に西表島の南風見田（はえみだ）で、1920年にマラリア発生のため
に廃村になった場所だった。住民は反対したが、軍の命令とあっては従わざるを
えず、残された家畜はすべて殺され、軍が収奪した。疎開先の南風見田では、当
然ながら多くの波照間島民がマラリアにかかり、その割合は99.7％という数字
がある。つまりほぼ全員であった。そして３人に１人という割合で病死した。波
照間国民学校の識名信升校長は、疎開命令の解除を軍に求め、受け入れられた。
そして波照間島に戻る直前に、青空教室として授業を行っていた南風見田の浜
の岩に、「忘勿石　ハテルマ　シキナ」と刻み込んだ。「この戦争のことを忘れる
ことなかれ」という意味が込められている。「ワスルナ石」と名付けられたこの
石は、今も残っている。1992年には、その石の隣に「忘勿石之碑」が建てられた。
また波照間島には、この地に向かって、学童慰霊碑が建てられている。

忘勿石　ハテルマ シキナ

　1429年に琉球王国が成立し、首里を王
都にしました。15世紀末、石垣島の一豪族
であったオヤケアカハチ・ホンガワラは、王
国への従属を拒み、宮古も支配しようとし
たり、八重山や王国の秩序を乱していると
して、宮古は、そのアカハチの無法ぶりを王
国に伝えました。それをきっかけに1500
年、王国軍は宮古軍と合流して石垣に攻め
入りアカハチを滅ぼし、八重山は王国の支
配下に置かれたのです。八重山の歴史上重
要なこの出来事は、アカハチ事件などと呼
ばれています。
　琉球王国は1609年に薩摩藩の侵攻を
受けて支配下に置かれましたが、王国の立
場は19世紀後半まで存続しました。明治
政府による廃藩置県によって1872年に

琉球藩に、さら
に1879年、琉
球藩から沖縄県
となり、日本の
国土になったの
です。
　近世の八重山と
宮古の人頭税は、
15歳から50歳
までの男女に課された過酷な税制で、
1902年の税制改革まで続きました。納め
た物は米や農産物、海産物（ジュゴンやナ
マコなど）、上布などでした。その過酷な
税のために、平民の暮らしは貧困を極めま
した。

　1771年（明和８年）の４月24日午前8
時頃、石垣島の南東海域を震源とした巨
大地震が発生し、津波（明和大津波）によっ
て石垣島は壊滅的な被害を受けました。
干ばつや台風にも耐えられるサツマイモが
八重山でも栽培されるようになり、食糧事

情が安定して人口増の傾向にあった矢先、
この大津波によって当時の八重山の人口の
ほぼ３分の１にあたる9,313人が亡くなり
ました。その後も、流行病や飢饉による人々
の心身の消耗があり、さらには人口減少に
よる労働力の不足や耕作面積の減少に

よって人頭税が納められない、などの副次
的な被害が続きました。琉球王府が編纂し
た琉球の歴史書『球陽』には、大津波後
20年が経っても、八重山の人々は気力が
おとろえた状態であったことが記されてい
ます。
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石垣島の街の中心に730
交差点と呼ばれる十字路
がある。沖縄が日本に復帰
してから６年経った1978
年７月10日に、それまで
の自動車の右側通行から
日本本土と同じ左側通行
に変わった。それを記念し
た730記念碑の、目の前
の交差点である。

石垣島地方気象台の壁に残る弾痕

石垣市立八重山博物館前の
人頭税廃止百年記念碑

「忘勿石」の隣に1992年に建立された「忘勿石之碑」

忘勿石

明和の大津波によって浜に打ち上げられた津波石（石垣島）

八重山蔵元絵師画稿より「機織女の図」（石垣市立八重山博物館所蔵）

●730交差点
　（ナナサンマル）



産 業

農　業

畜産業

観光業

　サトウキビの栽培と製糖業は今でも八重
山の基幹産業ですが、沖縄県では1891年
までサトウキビの栽培には制限がありまし
た。それが解除されてから紆余曲折を経て、
1930年頃から実質的な基幹産業になっ
たと考えられます。
　水が豊富な島 （々石垣島、西表島など）
では、稲作も盛んでした。しかし、かつて栽
培されていた米は、黒米、黒紫米、赤米な
どの在来種で、収量は芳しいものではなく、
一期作でした。1925年に台湾から導入さ
れた蓬莱米の普及で、収量が２倍になり、
二期作も可能になりました。

　その後も新しい品種の稲が栽培され、今
に至っています。日本一早い田植えが行わ
れ、お米が収穫（５～６月）できる地域です。
　1930年に台湾からパインの苗が移入さ
れてから、パインの栽培が盛んになりまし
た。当時はパインを缶詰にして出荷してい
ましたが、現在は生果が中心で、品質が高
い八重山産のパインは人気があり、本土に
も多く出荷されています。
　他に、マンゴーやドラゴンフルーツといっ
た南国ならではの果物や、野菜、葉タバコ
などの生産も盛んです。

漁　業

　沖縄県は日本の黒毛和牛の重要な供給地域ですが、
中でも八重山はその中心となっています。石垣牛は
2000年の沖縄サミットで食材として提供され、各国
首脳から高い評価を受けたことがきっかけで、今では
有名な地域ブランドになりました。また国内での子牛
の供給が不足気味という状況の中で八重山産の子牛
が注目され、最近では非常に良い値段で取り引きが行
われています。八重山で生まれた牛は日本の各地に運
ばれ、その地での優良ブランドにもなっています。

　今でもカツオは猟期（５月から９月）になると豊富に水揚げされます
が、昭和の時代にはカツオ漁はもっと盛んでした。鰹節製造工場も各
地にあり、鰹節は八重山の代表的な産物でしたが、現在では鰹節工場
はすべて閉鎖されました。夏前（４月から６月上旬）にはクロマグロ（本
マグロ）も水揚げされます。八重山近海はクロマグロの産卵地なので
す。生の本マグロが手ごろな価格で食べられる、贅沢な地域でもあり
ます。その他にも漁港でのセリでは、色とりどりの魚が並べられます。
　漁業者たちは、ヤイトハタ、モズク、車エビの養殖にも取り組んで
います。

MEMO

MEMO

ほう らい まい

　豊かな自然環境と南国らしい景観にひ
かれ、多くの人々が観光に訪れる八重山。
石垣島の川平湾は『ミシュラン・グリーンガ
イド・ジャポン』フランス語版で三つ星に
格付けされました。また、『ロンリープラ
ネット』誌では、竹富島、西表島などが満
足度の高い観光地として評価を受けてい
ます。世界有数のダイビングエリアとして
も知られ、与那国島の海底遺跡やマンタが
見られるスポットが人気を集めています。
　2013年３月に新しく南ぬ島石垣空港が
開港してから、観光客が著しく増加しまし
た。1989年の入域観光客は30万人余り
でしたが、2014年には112万人に達しま
した。ただ、観光によるオーバーユースは
八重山の財産である自然環境への脅威に
も繋がりかねません。慎重な対応が求めら
れている時代だといえます。
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パイン

パインは木に
ならないって
知ってた？

サトウキビの収穫マンゴー

クロマグロ

スキューバダイビング

昔ながらの集落をまわる水牛車（竹富島）

代表的な景勝地川平湾（石垣島）



注意事項

強烈な太陽光

台風の時 津波発生時

陸上の危険生物 野生生物との付き合い方

植物等の持ち出し規制

●御嶽（拝所）は神聖な場所なので立ち入らないでく
ださい。
●地域の文化や祭りに参加するときはそれぞれの地域
のルールに従いましょう。
●島の自然を守るため、動植物を勝手に持ち出したり、
持ち込んだりしないでください。
●集落内を水着姿や上半身「はだか」で歩かないでく
ださい。

その他

熱中症に対する予防も万全にし
てください。水分補給はこまめ
にして、暑さで疲れたと感じた
り、気分が悪くなったら、日陰の
風が通る場所で休みましょう。

熱中症予防対策

リーフカレントに注意！

海での活動

特別天然記念物のカンムリワシ、イリオモテヤマネコ、
コウノトリ、アホウドリの他に、14種類の天然記念物
が生息しています。人家の庭
で見掛けることもあるセマル
ハコガメも天然記念物です。
彼らに触れたり、持ち上げた
りすることは法律で禁止さ
れています。

サキシマハブ（毒蛇）が突然人間と出くわした時に、驚
いて咬んでくることがあります。その場合には、激し
い動きをしないで、身近な人に助けを求め、早急に医
療機関で治療を受けてください。ハブは夜行性で、音
や光を嫌います。

万が一、津波が発生したら、
海岸からはすぐに離れ、なる
べく高い場所に避難しましょ
う。津波の怖さはもうよく理
解できているはずです。決し
て遊び半分で海の様子を見
に行ったりしてはいけません。決められた避難場所を
確認しておく用心も求められます。

台風が接近して強風が
吹き荒れている時の外
出も厳禁です。自動車
が走行中でも停車中で
も横転し、電柱が倒れ
るくらいです。吹き飛ん
できたトタン板などに
当たれば、大怪我は免れません。

日本の一番南にある島々ですから、太陽
の光は強烈です。沖縄県の夏場の紫外線
量は関東地方の１.５倍もあります。無防
備な状態で日を浴びていると、短時間で
もやけど状態になります。夏はもちろん、
冬でも油断してはいけません。帽子を被
り、肌の露出は控えましょう。日焼け止
めも活用してください。

現在沖縄県内で発生している病害虫のまん
延を防止するために、次の植物の本土への
持ち出しが法律で禁止・制限されています。

●サツマイモ●ヨウサイ（エンサイ）●アサガオ、グンバ
イヒルガオ等の生茎葉および地下部●かんきつ類の苗木
※サツマイモの加工品、かんきつ類、パインやマンゴーな
どの果実、ゴーヤやスイカなどの果菜類は自由に持ち出
すことができます。

八
重
山
諸
島
に
つ
い
て

自
然
環
境

文
化
・
風
俗

歴
史
と
平
和

産
　
業

注
意
事
項

1918

リーフ（浅い海と外海との
境にあるサンゴ礁）の切れ
目に打ち込んで砕け散った
波は、潮流となって沖合い
に流れ出します。リーフに
打ちつける波が高い時は、
強い流れが発生してとても
危険です。もしも、沖に流
されていると感じたら砂浜
に向かって泳がず、砂浜と
平行に泳ぎ、リーフカレン
トを抜けてから一番近い陸
地を目指して下さい。

（資料提供：石垣市観光交流協会青年部・竹富町観光協会青年部）

シュノーケリングやダイビングなど、海でのレジャーを楽しむ時にも、安全対策は自己責任でしっ
かりとしてください。体調が悪い時、海が荒れている時、雷が鳴っている時は、海に出てはいけま

せん。軽率な行動による海での事故が増えています。

提供：沖縄県衛生環境研究所

サンゴ礁の危険生物

5～10月にかけて発生する。浅
瀬にも来るが半透明なので見つ
けにくい。刺されると激痛が走
り、ショックで呼吸停止や心肺停
止に陥ることもある。

【対処方法】
絶対に砂や真水でこすらず、
酢をたっぷりかけて触手を取
り除く。氷や冷水で冷やして
病院へ。※呼吸停止・心停止
なら心肺蘇生法を開始する。

ハブクラゲ

トゲの付いた鋭い腕を持
ち、直径60cmほどにな
る。触れると激しい痛み
とともにトゲが皮膚の中
で折れ、残る場合がある。

【対処方法】
40～45℃程度のお
湯につけると痛みが
和らぐ。トゲは折れや
すいので病院で取り
出すように。

オニヒトデ

外洋性のクラゲ。青い気
胞体で水面に浮き、その
下には数本の長い触手
が垂れ下がっている。風
の強い日に岸に打ち寄
せられることがある。

【対処方法】
酢は使わず海水で触
手を洗い流し、氷や冷
水で冷やして病院へ。

カツオノエボシ

背ビレと腹ビレ、しりビレ
に毒があり、刺されると
激痛が走る。色が美しい
ためうっかり触って被害
にあうケースがある。

【対処方法】
傷口をきれいに洗い、
40～45℃のお湯に
60～90分ほど、痛み
が和らぐまでつける。

ミノカサゴ

殻長10cmになる赤褐
色の編み目模様がつい
た巻貝。体の中に毒矢を
持つ。刺されるとすぐに
体がしびれてくるため、溺
れる危険性あり。「ハブガ
イ」ともいわれる。

【対処方法】
毒をしぼり出しながら
早急に病院へ。

アンボイナガイ

長く鋭いトゲを持つ黒
いウニ。刺されると激し
い痛みがある。うっかり
踏まないように注意。

【対処方法】
40～45℃程度の
お湯につけると痛み
が和らぐ。トゲは折れ
やすいので病院で取
り出すように。

ガンガゼ

※危険な生物は他にもいます。
　知らない生き物にはむやみに触らないようにしましょう。




