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［表紙］南島の砂浜に点在する絶滅した陸産
巻貝（ヒロベソカタマイマイ）の半化石とエ
コツアーの一行（右上）。世界自然遺産であ
る小笠原諸島父島の南西沖に位置する南島
は、観光客にとってあこがれの地だ。ただし、
環境保全のために入島禁止期間（11月から
２月）が設定され、入島は１日 100 名まで、
東京都認定ガイドの同行が必須（１ガイド
15名まで）、しかも滞在時間は２時間という
ルールがある。自然環境の保全のみならず持
続可能性をも考慮したサステナブルツーリズ
ムにとってESDは必須の要素の一つである。
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