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Ramsar National Report to COP15 

第 15 回締約国会議に向けたラムサール条約国別報告書 

Section 1: Institutional Information 
セクション 1：制度上の情報 
 

Important note: The responses below will be considered by the Convention on Wetlands Secretariat as the 
definitive list of your focal points. All individuals listed below agree that the submitted information will be used 
to update the information in the Secretariat’s contact database and will be published on the public website 
here. 
 
重要事項：ラムサール条約事務局は、以下に記載された担当者の情報を最新のものとして取り扱いま

す。こちらに記載された担当者の情報は、事務局が管理するデータベースの更新のために使用され、以

下のウェブサイトにおいて公開されることに同意します。 
Search | The Convention on Wetlands, The Convention on Wetlands (ramsar.org) 
 
Name of Contracting Party: 
締約国名： 

JAPAN 
日本 

  
Designated Ramsar Administrative Authority 
指定されたラムサール条約管理当局 
Name of Administrative 
Authority: 
管理当局名： 

Wildlife Division, Nature Conservation Bureau, Ministry of the Environment 
環境省 自然環境局 野生生物課 

Head of Administrative 
Authority - name and title: 
管理当局長の氏名及び職名： 

Keiichi Nakazawa, Director 
課長 中澤 圭一 

Mailing address: 
住所： 

1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975, Japan 
〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

Telephone/Fax: 
電話/Fax： Tel: +81-3-5521-8284 / Fax: +81-3-3581-7090 

Email: 
電子メール： shizen_yasei@env.go.jp 
  
Designated National Focal Point for Ramsar Convention Matters 
指定されたラムサール条約の政府窓口 
 

Name and title: 
氏名及び役職 

Yoko Yamoto, Deputy Director, 
課長補佐 箭本 陽子 

Name of organisation: 
組織名： 

Global Environment Division, International Cooperation Bureau,  
Ministry of Foreign Affairs of Japan 
外務省 国際協力局 地球環境課 

Mailing address: 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Japan 
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住所： 〒100-8975 東京都千代田区霞が関 2-2-1 
Telephone/Fax: 
電話/Fax： 

Tel: +81-3-5501-8245 / Fax: +81-3-5501-8244 
Tel: +41-22-717-3324 / Fax: +41-22-717-3719 

Email: 
電子メール： yoko.yamoto-2@mofa.go.jp 
  
Designated National Focal Point for Matters Relating to The Scientific and Technical Review Panel (STRP) 
STRP （科学技術検討委員会） に関連する事項について指定された政府窓口 
 

Name and title: 
担当者の氏名及び職名： 

Yuki Iwashina, Senior Researcher 
上席研究員 岩科 友希 

Name of organisation: 
組織名： 

Japan Wildlife Research Center 
一般財団法人 自然環境研究センター 

Mailing address: 
住所： 

3-3-7 Kotobashi, Sumida-ku, Tokyo 130-8606, Japan 
〒130-8606 東京都墨田区江東橋 3-3-7 

Telephone/Fax: 
電話/Fax： Tel: +81-3-6659-6331 / Fax: +81-3-6659-6333 

Email: 
電子メール： yiwashina@jwrc.or.jp 
  
Designated Government National Focal Point for Matters Relating to The Programme on Communication, 
Education, Participation and Awareness (CEPA) 
CEPA（広報、教育、交流、普及啓発）プログラムに関連する事項について指定された政府窓口 
 

Name and title: 
氏名及び職名： 

Kaoru Sakai, Assistant Director 
湿地保全専門官 酒井 郁 

Name of organisation: 
組織名： 

Wildlife Division, Nature Conservation Bureau, Ministry of the Environment 
環境省 自然環境局 野生生物課 

Mailing address: 
住所： 

1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975, Japan 
〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

Telephone/Fax: 
電話/Fax： Tel: +81-3-5521-8284 / Fax: +81-3-3581-7090 

Email:  
電子メール： KAORU_SAKAI@env.go.jp 
  
Designated Non-Government National Focal Point for Matters Relating to The Programme on 
Communication, Education, Participation and Awareness (CEPA) 
CEPA（広報、教育、交流、普及啓発）プログラムの関連する事項について指定された NGO 窓口 
  
Name and title: 
氏名及び職名： 

Emiko Nagakura, Senior Program Officer 
シニアプログラムオフィサー 長倉 恵美子 

Name of organisation: 
組織名： 

Wetlands International Japan 
特定非営利活動法人 日本国際湿地保全連合 

Mailing address: 
住所： 

2F Jono Building 2, 17-1 Nihonbashi-Odenmacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0011, 
Japan 
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〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 17-1 城野ビルⅡ 2 階 
Telephone/Fax:  
電話/Fax： Tel: +81-3-5614-2150 / Fax: +81-3-6806-4187 

Email: 
電子メール： emiko_nagakura@wi-japan.org 

  

Designated National Focal Point on Strengthening the Convention on Wetland’s Connections through Youth 
ユースを通じたラムサール条約の強化のため指定された政府窓口 
 
Name and title: 
氏名及び職名：  

Name of organisation: 
組織名：  

Mailing address: 
住所：  

Telephone/Fax: 
電話/Fax：  

Email: 
電子メール：  
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Section 2: General summary of national implementation progress and challenges 
セクション 2：国内実施に係る進展及び課題の概要 
In your country, in the past triennium (i.e., since COP14 reporting), 
過去３年（2022 年の第 14 回締約国会議（以下、「COP14」という。）以降）において、 
 
A. What have been the five main achievements of the implementation of the Convention since COP14? 
A. COP14 以降、条約の履行上、主要な成果は何か（５つ記載）。 
 
1) ラムサール条約湿地を含むいくつかの湿地において、市民参加型のものも含め、モニタリングや調査・研究、

地域の保全・利活用計画の策定が進められるなど、保全と再生のための取組が実施された。  
1) Conservation and restoration of several wetlands, including Ramsar Sites, were enhanced through monitoring, field 

surveys and research, as well as by developing local wetland conservation and utilization plans with some citizen 
participation. 

 
2) ラムサール条約湿地を含むいくつかの湿地において、治水・防災、農林水産業の維持・再生、外来種対策や

清掃活動などの取組が進められ、ラムサール条約への湿地登録を活かした経済の活性化や観光振興、周辺住

民の生活環境の維持・向上が図られた。  
2) At several wetlands, including Ramsar Sites, efforts have been made to promote the control/risk-reduction of floods and 

other natural disasters, maintenance/restoration of agriculture, forestry, and fisheries industries, control of alien species, as 
well as cleaning and other activities. The local economy was revitalized, tourism was promoted and livelihoods of local 
citizens were maintained and improved by registering wetlands to the Ramsar Convention.  

 
3) いくつかの湿地で、ラムサール条約への登録を目指して、国内法による保護地区の指定・拡大に向けた準備

や地域の利害関係者との調整が進むなど、湿地登録が地域の保全の機運を高めたと考えられる事例があった。  
3) There were cases of several wetlands, where the preparations for registration and expansion of protected areas under the 

national law and coordination with local stakeholders towards the designation under the Ramsar Convention have enhanced 
the momentum for local conservation efforts. 

 
4) ラムサール条約湿地を含むいくつかの湿地、周辺の学校や活動拠点施設等において、環境教育や自然体験学

習などの普及啓発の取組が進んだ。  
4) CEPA, such as environmental education and nature experience activities, was promoted at some wetlands, including 

Ramsar Sites, nearby schools, and relevant facilities. 
 
5) タイにおけるラムサール条約湿地の新規登録に向けた支援等により、アジア地域の湿地の保全とワイズユー

スの推進に貢献した。  
5) Conservation and wise use of wetlands in Asia were further promoted by supporting the registration of a new wetland of 

international importance in Thailand. 
 
B. What have been the five main challenges in implementing the Convention since COP14? 
B. COP14 以降、条約の履行上、主要な課題は何か（５つ記載）。 
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1) いくつかの湿地で、管理のための人材や活動資源・資金が不足した。保全やワイズユースに関わる人々の高

齢化に直面する市町村も多い。  
1) Some wetlands have experienced a lack of human, operational and financial resources for the management of wetlands, 

while some municipalities are faced with challenges including the aging of population that has played an active role in the 
conservation and wise use of wetlands. 

 
2) いくつかの湿地で、保全やワイズユースの取組に対する地域の多様な主体の参画の促進や、利害関係者との

調整・合意形成が困難だった。  
2) Some wetlands have experienced difficulties in engaging with a diverse range of local stakeholders for the conservation 

and wise use of wetlands, as well as coordinating and reaching consensus amongst those stakeholders. 
 
3) いくつかの湿地で、生態系サービスの過剰利用（オーバーユース）など人為的活動による生息地の損失や水

質悪化が起こっている。また、再生可能エネルギーの導入と地域の湿地保全の両立が困難だった湿地もある。 
3) Some wetlands have experienced habitat loss and deterioration of water quality due to human activities, such as overuse 

of ecosystem services, as well as difficulties in reconciling the introduction of renewable energy with conservation efforts.  
 
4) いくつかの湿地で、強力化した台風による被害や気候変動による環境変化が確認されており、対策が困難だ

った。 
4) Some wetlands have experienced challenges in implementing measures against environmental changes such as damage 

caused by powerful typhoons and climate change. 
 
5) いくつかの湿地で、外来種の侵入、高病原性鳥インフルエンザによる鳥類への影響、シカやカワウ等の鳥獣

の増加に伴う農業・水産業・自然植生への影響、乾燥化が確認されており、対策が困難だった。  
5) Some wetlands have experienced challenges in implementing measures against the invasion of alien species, infection of 

Highly Pathogenic Avian Influenza (bird flu), impact of increased wildlife such as deer and cormorants on agriculture, 
fisheries, and natural vegetation. 

 
C. Please outline five priorities for implementing the Convention in your country during the coming triennium (2026-
2028) 
C. 今後 3 年間（2026 年から 2028 年）において、貴国で条約を履行する上での優先事項は何か（5 つ記載）。 
 
1) ラムサール条約の認知度・関心を高めるとともに、条約湿地の登録に関するメリットを創出・提示すること

により、関係自治体等による活動資金や人材の獲得を容易にすること。  
1) Raising awareness and interest in the Ramsar Convention and securing the necessary activity/human resources from local 

governments, NGOs, and similar bodies by creating and presenting tangible benefits for the Ramsar Site designation. 
 
2) 関係省庁、 関係自治体、地域住民、NGO や専門家などと連携しつつ、ラムサール条約湿地におけるモニタ

リング調査や情報整備、脅威や課題への対応、RIS の更新等の取組を進めること。  
2) Collaborating with relevant ministries and agencies, local governments, local communities and residents, NGOs, and 

experts to promote monitoring survey, information development, while responding to threat and challenge assessments, 
and updating RIS databases for Ramsar Sites. 
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3) 国際的に重要な湿地の基準を満たすことが明らかであって、登録によって地域による保全等が円滑に推進さ

れると考えられる湿地については、地域の合意が図られ要件が整ったものについて登録を進めるとともに、

必要に応じてラムサール条約湿地の区域の拡張を図ること。  
3) For wetlands that are clear to meet the criteria of wetlands of international importance and thier registration would 

facilitate conservation and other efforts by local community, the designation of such wetlands is to be initiated after local 
communities agree with their registration and procedures, and the requirements for the designation are met, while the 
expansion of Ramsar Sites can be planned if necessary. 

 
4) 関係自治体や専門家、民間団体などと連携協力し、各地のラムサール条約湿地の風土や文化を活かした保全

とワイズユースを推進すること。  
4) Promoting the conservation and wise use of wetlands by leveraging the context and culture of each Ramsar Site, as well 

as by collaborating with relevant local governments, experts, and private sector. 
 
5) 湿地に関する国際的な場において日本の湿地に関する取組や経験、知見を紹介し、国内の湿地に関する情報

発信を行うとともに、世界規模での湿地保全の推進に貢献すること。  
5) Introducing Japan’s experience and knowledge on wetland conservation at relevant international forums, thereby 

contributing to wetland conservation efforts on a global scale. 
 
D. Does the Administrative Authority have any recommendations concerning implementation assistance from the 

Convention Secretariat? 
D. 条約事務局による（条約の）履行に係る支援に関し、提言事項はあるか。 
 
気候変動の課題は認知度が高く各国において優先的に対策が取られている一方、湿地の生態系サービスや生物

多様性の保全の重要性は十分に認識されているとは言えない。湿地は、地域にとっては歴史や文化と密接に関

わる固有のものであり、また、特定の生息地に依存する渡り性水鳥にとっては代替が利かない唯一の生息地で

ある。事務局に対しては、人間を含む生物の健康な生活の基盤である湿地の重要性が主流化され、保全への取

組が優先的に行われている優良事例や取組のポイントをわかりやすく提供するよう、さらなる努力を求めたい。 
While the issues of climate change are well recognized and prioritized in many countries, the importance of wetland 
ecosystem services and biodiversity conservation is not fully engaged yet. Wetlands are unique to each region, and 
inextricably linked to its history and culture. They also serve as the only habitats that cannot be replaced for migratory 
waterfowls which are dependent on specific ecosystems. Further efforts should be made by the Ramsar Convention 
Secretariat to mainstream the importance of wetlands as the basis for healthy lives of living organisms including humans, 
and to provide easy-to-follow examples of good practices and initiatives highlighting conservation efforts for wetlands. 
 
E. Does the Administrative Authority have any recommendations concerning implementation assistance from the 

Convention’s International Organization Partners (IOPs) (including ongoing partnerships and partnerships to be 
developed)? 

E. ラムサール条約の国際団体パートナー（現行、または設置予定のパートナーシップを含む。）からの（条約

の）履行に係る支援に関し、提言事項はあるか。 
 
ラムサール条約湿地の登録を推進するため、政府に対するより具体的かつ技術的なサポート等をお願いしたい。  
It would be ideal to receive specific and technical support from IOPs in order to promote the registration of Ramsar Sites. 
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F. In accordance with paragraph 21 of Resolution XIII.18 on Gender and wetlands, please provide a short description 
about the balance between men and women participating in wetland-related decisions, programmes and research. 

F. ジェンダーと湿地に関する決議 XIII.18 のパラグラフ 21 に従い、湿地関連の決定、プログラム、研究に参加

する男女のバランスについて簡単に説明してください。 
 
さまざまな協議会・研究機関等において、男性メンバーの割合がまだ多く、特に調査・研究の分野における女

性の参画率が低い。 
The proportion of male members in various councils, research institutions, etc. is still high, and the participation rate of 
women in the fields of study and research is particularly low. 
 
G.「On the basis of your indications above, list possible areas where change is necessary for the achievement of 

gender equality. 
G. 上記の指摘に基づき、男女平等の達成のために変革が必要と考えられる分野を挙げてください。 
 
政治参画、計画策定にかかる検討や意思決定、調査・研究等 
Political participation, review and decision-making of plans, study and research, etc.  
 
H. Please describe lessons learnt in the context of wetlands and gender equality work in your country. 
H. 貴国における湿地と男女平等の取り組みの観点から学んだ教訓を説明してください。 
 
湿地保全の分野では、人材が不足している傾向があるため、女性の参画をより一層促進していく必要があると

認識している。そのため、ラムサール条約湿地の現場からは、湿地管理作業の負担軽減、働きやすさの改善、

清潔なトイレの設置などを進めることが重要といった指摘がある。さらに、人材不足の解消に向けて、世代間

交流や協働を促すような保全活動を展開することが重要という指摘もある。 
We recognize the need to further promote the participation of women in the field of wetland conservation, especially because 
there is a shortage of human resources in this field in general. In order to achieve this, it has been pointed out by those 
involved in Ramsar Sites that it is important to reduce the workload of wetland management, improve work conditions, 
install clean toilets, etc. Furthermore, it has been pointed out that, in order to resolve the issues on labor shortage, it is 
important to develop conservation activities for encouraging inter-generational exchange and collaboration. 
 
I. If possible, please list gender-related policies, strategies and action plans in place relevant to wetlands in your 

country. 
I. 可能であれば、貴国の湿地に関連してジェンダー関連の政策、戦略、行動計画を挙げてください。 
 
湿地に係る記載をラムサール条約における国家湿地政策として位置づけている「生物多様性国家戦略 2023-
2030」では、「生物多様性保全に関する審議会の女性委員の比率」や「生物多様性保全に係る環境省の管理職

ポストのうち、女性が占める割合」の数値目標を設定している。さらには、ネイチャーポジティブの実現に向

けて、生物多様性への関わり方や理解が性別や世代等によって異なることがあることも踏まえて、ジェンダー

の観点や若者への発信等も含めて対応することとしている。 
The descriptions on wetlands in the National Biodiversity Strategy and Action Plan of Japan 2023-2030 (“the NBSAP of 
Japan 2023-2030”) are recognized as Japan’s National Wetland Policies under the Ramsar Convention. This Strategy sets 
numerical targets for the "percentage of women members in government’s meetings related to biodiversity conservation" 
and the "percentage of women in management positions in the MOE related to biodiversity conservation". Furthermore, in 
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order to realize nature-positive, the government plans to include gender perspectives and communication with younger 
generations, taking into account that the way of engaging with and understanding the biodiversity conservation depends on 
gender, age, and other factors. 
 
J. If applicable, identify examples of strategies and actions your country is implementing to support youth 

participation in the implementation of the Convention’s Strategic Plan or in wetlands management (Resolution 
XIV.12 on Strengthening Ramsar connections through youth, paragraph 21). 

J. 該当する場合、条約の戦略計画の実施または湿地管理への若者の参加を支援するために、貴国が 実施して

いる戦略と行動の例を挙げてください（決議 XIV.12「ユースを通じたラムサールの連携の強化」パラグラ

フ 21）。 
 
・環境省においては、環境活動に取り組む高校生の活動事例を募り、全国８地区の地方大会から選考等を経た

高校生等の発表を審査する全国ユース環境活動発表大会を開催し、地球温暖化対策、脱炭素、生物多様性の

保全、自然共生、資源循環など「環境」に関わる活動、「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標達成に資する

活動を推進している。 
・The Ministry of the Environment holds the National Youth Environmental Activity Presentation Contest, soliciting 

examples of environmental activities by high school students, and judging presentations by high school students selected 
from eight regional blocks across Japan. The Contest aims to promote activities related to the environment, such as global 
warming countermeasures, decarbonization, biodiversity conservation, coexistence with nature, and resource circulation, 
as well as activities that contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). 

 
・また、文部科学省との連携による、教職員や地方自治体職員、大学生等を対象とする環境教育に関する研修

を行っており、一部の研修においては、ラムサール条約湿地での体験学習を行なっており、研修に参加した

教職員を通じて、児童・生徒を含む若者に対する湿地に関連する環境教育がなされるように推進している。 
・In collaboration with the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the Ministry of the Environment 

also provides training programs on environmental education for teachers, local government officials, university students, 
etc., some of which involve hands-on, experience-based learning at Ramsar Sites. It aims to promote environmental 
education for younger generations such as children and students, by having the teachers and local government officials 
who have participated in the training programs. 

 
・渡り性水鳥の保全活動に意欲的な大学生等で構成される、ユース団体「Team Spoon」がラムサール条約のユ

ース作業部会にオブサーバーとして参加し、条約における意志決定プロセスに参画している。 
・ Team Spoon, a youth group consisting of university students and others who are enthusiastic about migratory waterbird 

conservation activities, participates in the Ramsar Convention's Youth Working Group as an observer and is involved in 
the Convention's decision-making process. 

 
・地域における事例として、例えば、漫湖水鳥・湿地センターではこどもエコクラブや、小学生以上を対象と

した教育プログラムである漫湖自然学校の開催、沖縄県のラムサール条約登録湿地を中心に子供たちの交流

を図る「沖縄県こども環境会議」を主催するといった活動が行われている。また、ラムサール条約における

湿地自治体認証を受けた新潟市では、「世界湿地都市ユースフォーラム 2024」への児童・生徒の派遣が予定

されているほか、豊岡市では、IVUSA（国際ボランティア学生協会）大阪茨木クラブが田結湿地において湿

地整備ボランティア活動を年に４回程度実施しており、市内の高校生や大学生、大学院生等も参加している。 
・As examples of local activities, the Manko Waterbird and Wetland Center hosts the Junior Eco-Club, the Manko Nature 

School (an educational program for elementary school students and older), and the Children’s Eco-Forum which promotes 
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interaction between children, mainly at the Ramsar Sites in Okinawa Prefecture. Niigata City, which has been accredited 
as a Ramsar Wetland City under the Ramsar Convention, plans to send children and students to the World Wetland Cities 
Youth Forum 2024. In Toyooka City, the Osaka Ibaraki Club of IVUSA (International Volunteer University Student 
Association) carries out wetland maintenance volunteer activities at Tai Wetland about four times a year, with the 
participation of high school students, university students, and graduate students from the city. 

 
K. Please list the names of the organizations which have been consulted on or have contributed to the information 

provided in this report. 
K. 本報告書に記載された情報に関して、助言を受けた、あるいは情報提供に寄与した組織名を挙げてくださ

い。 
 
・関係する国の機関に意見照会を行った。 
・We solicited opinions from the Cabinet Office, various departments within the Ministry of the Environment, the 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, the 
Ministry of Economy, Trade and Industry, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the 
Ministry of Health, Labour and Welfare and the Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
 

・ラムサール条約湿地に関係する地方自治体やNGOにアンケートを送るとともに、報告書案に関して意見照会

を行った。 
・We also made inquiries to 28 prefectural governments, 85 municipal governments and the following 18 non-

governmental organizations linked to Japan’s Ramsar Sites for this report (NGOs: Aquatic Life Conservation Society, 
BirdLife International Tokyo, Kushiro International Wetland Centre, Nakaikemi-Net, Nakaumi Waterbirds International 
Fund, Ramsar Center Japan, Ramsar Network Japan, The Nature Conservation Society of Japan, Wetlands International 
Japan, Wild Bird Society of Japan, Yamashina Institute for Ornithology, Japan Hunters Association, The Swan Society 
of Japan, All Japan Hunting Club, World Wide Fund for Nature (WWF) Japan, Japanese Society for Preservation of 
Birds, Japan Carnes and Storks Network, and Japanese Association for Wild Geese Protection). 
 

・パブリックコメントを実施した。 
・We gathered comments from the public for input. 
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Section 3 - all goals: Indicator questions and further implementation information 
セクション 3 - すべての目標: 指標質問及び追加的実施に関する情報 
 
In responding to each of these questions, Contracting Parties are encouraged to provide links, references/ upload documents 
where applicable and relevant. 
これらの質問に回答する際、締約国は、該当・関連する内容については、必要に応じてウェブリンク、参考資

料、文書等をアップロード（提供）することが奨励される。 
 
Section 3 - Goal 1. Addressing the drivers of wetland loss and degradation 
セクション 3 – 目標 1. 湿地の減少と劣化の要因への対処 
In responding to each of these questions, Contracting Parties are encouraged to provide links, references/ upload documents 
where applicable and relevant.  
[Reference to Sustainable Development Goals 1, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 15] 
これらの質問に回答する際、締約国は、該当・関連する内容については、必要に応じてウェブリンク、参考資

料、文書等をアップロード（提供）することが推奨される。 
[持続可能な開発目標 1、2、6、8、11、13、14、15 への言及] 
 
Target 1 
Wetland benefits are featured in national/local policy strategies and plans relating to key sectors such as water, energy, mining, 
agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture, fisheries at the national and local 
level. [Reference to Global Biodiversity Framework Target 14] 
個別目標 1 
湿地の恩恵が、国・地域レベルの水、エネルギー、鉱業、農業、観光、都市整備、インフラ、工業、林業、水

産養殖、漁業等の主要セクターに関係する国・地域の政策戦略や計画の中で考慮される。 

[昆明・モントリオール生物多様性枠組のターゲット 14 を参照。] 
 
1.1 Have any actions been taken since COP14 to integrate wetland protection, wise use and restoration, or wetland benefits, 

into other national strategies and planning processes, including: {1.1} 
1.1 COP14 以降、湿地の保護、賢明な利用と再生、または湿地がもたらす恩恵について、他の国家戦略や計画

プロセスに統合するために、以下を含む何らかの行動を取ったか： {1.1} 

Please select only one per square. 一マスにつき一つだけ選択してください。 

  

a) National policy or strategy for wetland management 
湿地管理のための国の政策または戦略 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 
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b) Poverty eradication strategies 

貧困撲滅戦略 

☑ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 

c) Water resource management and water efficiency plan 

水資源管理と水利用効率化計画 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

d) Coastal and marine resource management plans 

沿岸域及び海洋域資源管理計画 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

e) Integrated coastal zone management plan 

統合沿岸域管理計画 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

f) National forest management plan/ strategies 
森林プログラム 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

g) National policies or measures on agriculture 

農業に関する政策または措置 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

h) National Biodiversity Strategy and Action Plans drawn up under the CBD 

生物多様性条約の下で策定された生物多様性国家戦略及び行動計画 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 
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i) National policies on energy and mining 

エネルギー政策及び鉱業に関する政策 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

j) National policies on tourism 

観光に関する政策 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

k) National policies on urban development 

都市整備に関する政策 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

l) National policies on infrastructure 

インフラに関する政策 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

m) National policies on industry 

工業に関する政策 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

n) National policies on aquaculture and fisheries {1.3.3} 
水産養殖及び漁業に関する国家政策 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

o) National plans of actions (NPAs) for pollution control and management 
汚染規制及び管理に関する国別行動計画 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 
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1.1 Additional information 追加情報 
 
a) 2023年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」における湿地に係る記載を国家湿地政策と

して位置づけている。 
a) The descriptions on wetlands in the NBSAP of Japan 2023-2030 (approved by the Cabinet in March 2023) are recognized 

as Japan’s National Wetland Policies under the Ramsar Convention. 
 
c) 河川整備計画において河川を含む湿地に係る事項が組み込まれている。また、「生物多様性国家戦略2023-

2030」において、河川や湿地における水環境の改善について記述している。 
c) Japan’s river corridor improvement plan addresses issues related to wetlands that incorporate rivers. In addition, the 

NBSAP of Japan 2023-2030 mentions the improvement in the water environment linked to rivers and wetlands. 
 
d)「サンゴ礁生態系保全行動計画2022－2030」において、サンゴ礁生態系の生態系サービスの重要性を認識し、

サンゴ礁生態系保全のために重点的に取り組むべき課題として、陸域からの負荷対策、持続可能なツーリズ

ム、地域とのつながり構築を掲げて、具体的な取組事項を記述している。また、海洋生物多様性保全戦略に

おいて、沿岸域の特性を踏まえ、対策を推進する必要性について記述している。さらに、「生物多様性国家

戦略2023-2030」において沿岸・海洋の生物多様性の総合的な保全について記述している。 
d) Recognizing the importance of coral reef ecosystem services, the Action Plan to Conserve Coral Reef Ecosystems in 

Japan 2022-2030 cites, as focal areas, measures against land-based sources of pressure, sustainable tourism, and building 
local community stakeholder partnerships for the conservation of coral reef ecosystems. Furthermore, the Marine 
Biodiversity Conservation Strategy outlines the necessity to endorse measures based on the characteristics of coastal areas, 
while the NBSAP of Japan 2023-2030 calls for the integrated conservation of coastal and marine biodiversity. 

 

p) National policies on wastewater management and water quality 
廃水管理及び水質に関する政策 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

q) National policies, strategies or plans on sanitation 

衛生に関する国家政策、戦略、計画 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

r) National policies, strategies or plans on food security 

食料安全保障に関する国家政策、戦略、計画 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 
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e)「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」において、沿岸域における多様な機能や資源の持続性の確保、

多様な利用と保全の調和、相互に影響を及ぼし合う水・土砂・生物環境への配慮などといった、地方公共団

体と多様な関係者による沿岸域圏のマスタープラン策定のための基本的な方向を示している。 
e) In the Guidance for Making Integrated Coastal Zone Management Plan, the Ministry of Land, Infrastructure and 

Transport lays out the basic direction for local public bodies and various interested stakeholders to formulate a master plan 
to manage coastal zones, such as ensuring the sustainability of diverse functions and resources of coastal areas, 
harmonizing their use and conservation, as well as considering the mutual interaction among water, sediment, and 
biological environment. 

 
f) 森林・林業基本計画において、希少な生物が生育・生息する森林等の保全管理を推進することは、生物多様

性を保全していく上で重要であると規定している。また、全国森林計画において、陸域・水域にまたがり特

有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全

機能の維持増進を図る森林として保全することを規定している。 
国有林野の管理経営に関する基本計画において、原生的な天然林や希少な野生生物が生育・生息する森林に

ついては、厳格な保護・管理を行う保護林に設定すること等を規定しており、保護林にはこれらと一体的に

保護・管理すべき湿地等が含まれている。また、保安林制度により、森林陰影の投影、養分の供給、水質汚

濁の防止等の作用により魚類の生息と繁殖を助ける「魚つき保安林」を指定している。 
f) The Forest and Forestry Basic Act stipulates that it is important for biodiversity conservation to promote the conservation 

and management of forests and other areas inhabited by rare wildlife. In addition, to improve and maintain overall 
biological diversity, the National Forest Plan stipulates that forests that are required to fulfill their territorial functions, 
such as valley forests, where unique organisms inhabit across land and water, are to be conserved as forests that maintain 
and promote biodiversity conservation functions. 
The Basic Plan for the Management and Operation of National Forests stipulates that primeval natural forests and forests 
inhabited by rare wildlife are to be designated as protected forests, thereby coming under strict management and protection. 
Protected forests include wetlands and other associated areas which require consolidated protection and management. 
Furthermore, the Government of Japan has established a forest reserve system called the “Protection forests for Fish 
Breeding”, which supports fish inhabitation and breeding via functions such as improving shading by forests, supplying 
nutrients, and preventing water pollution.   

 
g) 「みどりの食料システム戦略（令和３年５月策定）」では、食料・農林水産業の生産力向上と環境負荷低減

を両立させることにより、持続的な食料システムの構築を目指すこととしている。また「農林水産省生物多

様性戦略（2023年３月改定）」において、水鳥をはじめとする様々な生きものの生息地として重要な湿地であ

る水田等の生物多様性の保全について推進している。 また、「生物多様性国家戦略2023-2030」において、生

物多様性保全を重視した農業生産の推進について記述している。 
g) MIDORI Strategy for Sustainable Food Systems (formulated in May 2021) aims to establish sustainable food systems by 

enhancing productivity potential in the food, agriculture, forestry, and fishery industries and reducing the environmental 
burden of them. In addition, the Biodiversity Strategy of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (revised in 
March 2023) promotes the conservation of biodiversity in rice paddies, which serve important habitats for various 
organisms including waterfowl. In the NBSAP of Japan 2023-2030, the government also highlights the promotion of 
agricultural production, focusing on biodiversity conservation. 

 
h) 2023年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」における湿地に係る記載をラムサール条約に

おける国家湿地政策として位置づけている。 
h) The descriptions on wetlands in the NBSAP of Japan 2023-2030 (approved by the Cabinet in March 2023) are recognized 

as Japan’s National Wetland Policies under the Ramsar Convention. 
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i) 2024年８月に閣議決定された「第五次循環型社会形成推進基本計画」において、資源の採取及び加工に関す

る経済システムが気候変動・生物多様性損失に加えて、汚染という主要な３つの環境問題と密接に関係するこ

とについて言及している。加えて、これを踏まえ、気候変動の影響による経済活動におけるエネルギーの制約

と生物多様性の損失に伴う生物資源の減少等の資源制約に対処できる、資源効率性及び循環性の向上と天然資

源利用の削減を進める取組や、廃棄物の削減・適正処理を進め汚染の防止に貢献する循環経済への移行に向け

た取組が、３つの危機への対処に当たり極めて重要であるとしている。 
i) The 5th Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society (approved by the Cabinet in August 2024) 

notes that the economic system for resource extraction and processing is closely related to three major environmental issues: 
climate change, biodiversity loss, and pollution. In light of this, the 5th Fundamental Plan states that the following efforts 
are extremely important in addressing these three crises: improving resource efficiency and circularity, and reducing the 
use of natural resources, in order to address resource constraints such as energy constraints in economic activities due to 
the impact of climate change, and the decline in biological resources from biodiversity loss, as well as progressing transition 
to a circular economy that promotes waste reduction and proper disposal while contributing to the prevention of pollution. 

 
j) 2023年３月に閣議決定された「観光立国推進基本計画」において、森林、河川、湖沼、山地、海岸、サンゴ

礁等の自然環境について、国内外から観光旅行者を呼び込む重要な観光資源でもあることから、その保全と

適正な利用を図ることとしている。また、自然環境・生態系の保全及び野生生物の保護・管理に取り組むと

ともに、自然観光資源や明瞭な四季、雪、流氷等の美しい自然を生かし、地域住民等と行政の連携を推進し

ている。  
j) Japan’s Tourism Nation Promotion Basic Plan, approved by the Cabinet in March 2023, calls for the conservation and 

appropriate use of natural environments such as forests, rivers, lakes/reservoirs, mountains, coasts, and coral reefs, which 
are important tourism resources that attract tourists from both within Japan and overseas. The plan also calls for the 
conservation of the natural environment and ecosystems, and the protection and management of wildlife, while promoting 
collaboration between local residents and the government by taking advantage of natural tourism resources and the beauty 
of nature, such as distinct four seasons, snow, and ice floes. 

 
k) 2002年7月に閣議決定された「都市再生基本方針」において、緑地や水辺の保全、再生、創出等による生物多

様性の保全、良好な大気・土壌環境の保全、都市内の水資源の循環利用の促進、下水処理技術の向上等によ

る良好な水環境の保全等により、都市から発生する環境負荷の低減及び自然との共生の推進を規定してい

る。 
k) Japan’s Basic Policies for Urban Renaissance (approved by the Cabinet in July 2002) calls for the promotion of coexistence 

of cities with nature, and reduction of urban pressure on the environment. This will be achieved through securing a favorable 
environment for water, such as conserving biological diversity via restoring and establishing green spaces and waterfronts, 
improving air and soil conditions, promoting urban water recycling, and improving the technology for sewage treatment. 

 
l) 2023年に策定された「グリーンインフラ推進戦略2023」において、自然環境が有する多様な機能を活用した

グリーンインフラについて、目指すべき姿や取組にあたっての視点を示すとともに、あらゆる分野・場面で

グリーンインフラを普及・ビルトインすべきことを示している。 
l) The Green Infrastructure Promotion Strategy 2023, formulated in 2023, describes the ideal state and perspective for green 

infrastructure that utilizes the diverse functions of the natural environment, while indicating that green infrastructure should 
be widely introduced and built into various fields and situations. 

 
m) 水質汚濁防止法において、工場及び事業場から公共用水域（湖沼、河川を含む）へ排出される水の排出及び

地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、事業者は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域へ

の排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質

の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないとされている。 
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m) The Water Pollution Prevention Act regulates effluent discharged by factories and workplaces into areas of public waters 
(including lakes and rivers) or permeation of effluent underground, and requires business operator to ascertain the state of 
the discharging of polluted water or wastewater accompanied by such business activities into areas of public waters or 
permeation of water underground, while taking necessary measures in order to prevent water pollution in areas of public 
waters or in groundwater by the polluted water or wastewater. 

 
n) 水産基本計画において、藻場・干潟などの保全・創造の推進、河川等における水産動植物の生息・生育・繁

殖環境の保全及び創出の推進について規定している。 
n) Japan’s Basic Plan for Fisheries stipulates to promote conservation and creation of seaweed beds and tidal flats, as well as 

conservation and establishment of habitats and breeding environments for aquatic organisms in rivers. 
 
o) 2024年８月に閣議決定された第五次循環型社会形成推進基本計画において、廃棄物の不適正処理への対応強

化や不法投棄の撲滅、アスベストを含む廃棄物・POPs廃棄物・水銀廃棄物等の有害廃棄物対策を着実に進め

ることとしている。 また本計画では、循環経済への移行に向けた取組を通じて、天然資源投入量・消費量の

抑制、資源の効率的使用、長期的利用や循環利用、ライフサイクル全体での適正な化学物質や廃棄物管理を

進めることで、温室効果ガスの排出の削減、生物多様性や自然環境への負荷の低減、大気・水・土壌等の保

全など、地球規模の環境負荷低減を進めていくことが重要であるとしている。 
o) The 5th Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society (approved by the cabinet in August 2024) 

prescribes steady promotion of measures to address improper waste disposal, eradicate illegal dumping, and deal with 
hazardous waste such as waste containing asbestos, POPs, and mercury. The Plan also emphasizes the importance of 
reducing the environmental burden on a global scale, for reducing greenhouse gas emissions, mitigating the burden on 
biodiversity and the natural environment, and conserving the air, water, soil, etc., by reduction of the input and consumption 
of natural resources, efficient use of resources, long-term use and recycling, and appropriate management of chemical 
substances and waste throughout their life cycles through efforts for shifting to a circular economy. 

 
p) 「生物多様性国家戦略2023-2030」において、河川・湖沼などにおける水質の改善や、海域汚染対策について

記述している。 
p) The NBSAP of Japan 2023-2030 calls for the improvement of water quality in rivers, lakes, and reservoirs and to take 

measures against pollution in coastal areas.   
 
q) 令和６年８月に閣議決定された水循環基本計画において、我が国の水と衛生分野に関する国際協力の貢献実

績を積極的に国際社会と共有するとともに、水循環に関する国際連携を戦略的に展開するとしている。ま

た、生物多様性国家戦略2023-2030において、公衆衛生の観点から、野生鳥獣に関する感染症に対応すること

を位置づけている。 
q) The Basic Plan on Water Cycle, approved by the Cabinet in August 2024, states that Japan will proactively share with the 

international community the results of its contributions in various regions around the world in this field, and strategically 
deploy international collaboration related to the water cycle. In addition, the NBSAP of Japan 2023-2030 states that the 
government will respond to infectious diseases related to wildlife from the viewpoint of public health and sanitation. 

 
r) 食料・農業・農村基本計画において、環境政策の推進として、里地里山の保全・管理や有機農業等の生物多

様性の保全及び利用などを記述している。 
r) The Basic Plan for Food, Agriculture and Rural Areas describes the promotion of environmental policies through the 

conservation and management of rural areas as well as the conservation and use of biodiversity through organic farming 
and other means. 
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Target 2 
Water use respects wetland ecosystem needs for them to fulfil their functions and provide services at the appropriate scale 
inter alia at the basin level or along a coastal zone.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Target 7, Sustainable Development Goal 6, Indicator 6.3.1] 
個別目標 2 
水利用は、とりわけ集水域レベルや沿岸域において、湿地生態系がその機能を十分に発揮でき、適切な規模で

生態系サービスを提供するために必要な水量であることに配慮する。 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組目標 7、持続可能な開発目標 6、指標 6.3.1 を参照。] 
 
2.1 Have the Guidelines for allocation and management of water for maintaining the ecological functions of wetlands and 

the additional guidance on tools and methodologies been brought to the attention of national ministries and/or agencies at 
different levels of territorial organizations (Resolutions VIII.1, VIII.2)? {2.1} 

2.1 湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と管理のためのガイドライン、及びツール と方法論に関す

る追加ガイダンスは、省庁及び／または地域組織のさまざまなレベルの機関 の注意を喚起したか。（決議 
VIII.1、VIII.2）。{2.1} 

Please select only one option  選択肢を一つ選択してください。 

☐ A=Yes はい 

☐ B=No いいえ 

☑ C=Partially 一部 

☐ D=Planned 計画がある 
 

2.1 Additional Information 追加情報 
 
河川において、生物の生息環境や水質等を考慮して必要な流量を定め、各水系の河川整備基本方針に位置づけ

ている。さらに、ダム下流域の河川環境の保全を目的とした放流を行っているダムがあり、よどみの改善や、

河川景観の向上、付着藻類の更新や魚類の遡上・降下支援などの効果が見られている。  
For rivers, necessary flow rates are determined in consideration of habitat, water quality, etc., and incorporated in the Basic 
River Maintenance Policies for each water system. In addition, there are dams which discharge water for the purpose of 
conserving the river environment downstream of the dams. Thus far, these measures have had some positive effects on 
improving water quality in backwater areas and river landscapes such as renewing algae growth and promoting the 
movement of fish along rivers. 
 
2.2 Have assessments of environmental flow been undertaken in relation to mitigation of impacts on the ecological character 
of wetlands? {2.2} 
 
2.2 環境流量の評価は、湿地の生態学的特徴に与える影響の緩和に関して行われたか。{2.2} 
Please select only one option.  選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 

☐ B=No いいえ 

☑ C=Partially 一部 

☐ D=Planned 計画がある 
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2.2 Additional Information 追加情報  
 
・ 釧路湿原やサロベツ原野などのいくつかの湿地における自然再生事業では、水環境の現状を把握した上で、

望ましい地下水位の保全・復元や流入水の水質の保全・修復などを目標に取組が行われている。  
・ In nature restoration projects at some wetlands, such as Kushiro-shitsugen Marsh and Sarobetsu-genya Plain, efforts are 

underway to restore desirable groundwater levels and conserve/restore the quality of influent streams based on analyses 
of current water environment conditions. 

 
・ 一定の規模を超える道路や鉄道等の新設に当たっては、近接する湿地への影響を含め、事業者により事前

に環境影響評価が行われている。  
・ Before constructing roads, railroads, etc., that exceed a certain scale, business operators are to conduct an environmental 

impact assessment, which includes examining their impacts on adjacent wetlands. 
 

・ 国内では、ダム下流域の河川環境の保全を目的とした放流を行っているダムがあり、よどみの改善や、河

川景観の向上、付着藻類の更新や魚類の遡上・降下支援などの効果が見られている。 また、魚類の遡上・

降下や生息環境を考慮した河川管理施設の操作を行っている事例がある。 
・ There are dams in Japan that discharge water for the purpose of conserving the river environment downstream of the 

dams. Thus far, these measures have had some positive effects such as improving water quality in backwater areas and 
river landscapes, renewing algae growth and promoting the movement of fish along rivers. 

 
2.3 Have the designation or management of Wetlands of International Importance (“Ramsar Sites”) improved the sustainable 
use of water (e.g. reduced drainage, reduced use of pesticides, controlled pollution etc.) in your country?  
2.3 国際的に重要な湿地（「ラムサール条約湿地」）の指定または管理により、貴国の水の持続可能な利用 （排

水の削減、農薬使用の削減、汚染の抑制など）は改善されたか。 
Please select only one option  選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 

☐ B=No いいえ 

☐ C=Partially 一部 

☐ D=Planned 計画がある 

☐ O=No change 変化なし 

☐ X=Unknown 不明 
 

2.3 Additional Information 追加情報 
 
国内のラムサール条約湿地のうち、淡水湖沼は農業用水として多く利用され、また、琵琶湖は、近畿地方の約

1450万人が利用する貴重な水資源となっており、これらの持続可能な水の利用は、条約湿地及びその周辺にお

いて長年続けられる環境保全・創出の活動によって支えられている。 
Among the Ramsar Sites in Japan, many freshwater lakes and marshes are used for agricultural purposes. Lake Biwa is a 
valuable water resource for approximately 14.5 million people in the Kinki region. The sustainable use of these water 
resources is supported by long-standing environmental conservation and creation activities in and around the Ramsar Sites. 
 
2.4 Have the Guidelines for allocation and management of water for maintaining ecological functions of wetlands 
(Resolutions VIII.1 and XII.12) been used/applied in decision-making processes? {2.3}  
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2.4 湿地の生態学的機能を維持するための水の配分及び管理のためのガイドライン（決議 VIII.1 及び XII.12 ）
は、政策決定プロセスにおいて利用／適用されたか。{2.3} 
Please select only one option   選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 

☐ B=No いいえ 

☑ C= Partially 一部 

☐ D=Planned 計画がある 
 

2.4 Additional Information 追加情報 
 
本ガイドラインを直接的に利用したかは不明だが、自然再生にかかる協議会等において、当該ガイドラインの

趣旨や原則に沿った取組が実施されている。また、2023 年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2023-
2030」においても、当該ガイドラインの原則にも関連する考え方が、実施に向けた基本的考え方として含めら

れている。 
Although it is unclear whether the Guidelines have been directly used, nature restoration councils and organizations have 
implemented their initiatives in line with the aims and principles of the Guidelines. In addition, the NBSAP of Japan 2023-
2030, approved by the Cabinet in March 2023, includes ideas related to the principles of the Guidelines as basic ideas for 
implementing the Strategy.   
 
2.5 Have projects that promote and demonstrate good practice in water allocation and management for maintaining the 
ecological functions of wetlands been developed {2.4} 
2.5湿地の生態学的機能を維持するための水の配分・管理を推進する事業や優良事例を実証する事業は構築され

たか。{2.4} 
Please select only one option  選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C= Underway 構築中である 

☐ D=Planned 計画がある 

 
2.5 Additional Information 追加情報 
 
釧路湿原やサロベツ原野などのいくつかの湿地における自然再生事業では、水環境の現状を把握した上で、望

ましい地下水位の保全・復元や流入水の水質の保全・修復などを目標に取組が行われている。 
In nature restoration projects at some wetlands, such as Kushiro-shitsugen Marsh and Sarobetsu-genya Plain, efforts are 
underway to restore desirable groundwater levels and conserve/ restore the quality of influent streams based on analyses of 
current water environment conditions. 
 
2.6 Does the country use constructed wetlands/ponds as wastewater treatment technology? {2.8} 
2.6 国は人工湿地/沼を廃水処理技術として使用するか。{2.8} 
Please select only one option  選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 
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☐ B=No いいえ 

☑ C=Partially 一部 

☐ D=Planned 計画がある 

☐ X=Unknown 不明 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
 

2.6 Additional Information 追加情報 
 
現在、渡良瀬遊水地において、ヨシ原による自然の浄化機能を活用した水質改善施設を設置している。また北

海道等で民間や大学による畜産排水処理のための人工湿地が稼働している。さらに、分散型の排水処理手法と

しての人工湿地の研究が進められている。加えてラムサール条約湿地である中海周辺に位置する米子水鳥公園

においては、池の水を園内のヨシ原に濾過させ、水質浄化を図る取組が実証されている。  
Currently, in Watarase-yusuichi, water quality improvement facilities utilizing the natural purification function of reed beds 
are installed. In addition, participants from the private sector and universities are operating the constructed wetlands for 
drainage treatment at animal husbandries in Hokkaido. Further research is being undertaken on the constructed wetlands as 
a method to treat wastewater in a decentralized manner. At Yonago Waterfowl Park, located in the vicinity of the Nakaumi 
Sea, a Ramsar Site, efforts to purify water quality have been demonstrated by filtering pond water through the reed beds in 
the Park. 
 
Target 3 
Public and private sectors have increased their efforts to apply guidelines and good practices for the wise use of water and 
wetlands.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Targets 7, 10, 15, 16 and 18] 
個別目標 3 
公共セクターと民間セクターが、湿地と水資源の賢明な利用のためのガイドラインや優良事例を適用するため

の取り組みを強化している。 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 7、10、15、16、18 を参照。] 
 
3.1 Has your country put in place policies, including incentives, guidelines or other instruments to encourage the private 
sector to apply the wise use principle and guidance (Ramsar handbooks for the wise use of wetlands) in activities and 
investments related to wetlands? {3.1} 
3.1 貴国は、湿地に関連する活動や投資において、民間セクターが賢明な利用の原則やガイダンス （湿地の賢

明な利用のためのラムサールハンドブック）を適用することを奨励するためのインセンティブ、ガイドライン、

またはその他の手段を含む政策を実施しているか。{3.1} 
 
Please select only one option  選択肢を 一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
3.1 Additional Information 追加情報 
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・ 民間等の取組によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する仕組み

を 2023 年度から開始した。「自然共生サイト」は、森林生態系、農地生態系、都市生態系、陸水生態系、

沿岸生態系といった様々な生態系を認定の対象としている。認定されたサイトのうち、保護地域との重複

を除いた区域は 2024 年８月に日本の OECM 第１弾として国際データベースに登録された。 
・ The government launched a system in FY2023 to certify areas where biodiversity conservation is being promoted through 

private-sector initiatives as "Nationally Certified Sustainably Managed Natural Sites.” Targeted areas of the “Nationally 
Certified Sustainably Managed Natural Sites” are a wide variety of ecosystems, including forest, agricultural, urban, 
terrestrial and aquatic, and coastal ecosystems. The areas which do not overlap with protected areas (e. g., national parks) 
have been registered on the World Database on OECMs (WD-OECM) as Japan’s first OECMs out of the Nationally 
Certified Sustainably Managed Natural Sites in August 2024. 
 

・ 2024 年４月には新法となる「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」を制

定し、生物多様性を維持する活動に加え、生物多様性を回復又は創出する活動も含めて、民間等による自

主的な活動を更に促進していく。 
・ In April 2024, a new act, the "Act on Promoting Activities to Enhance Regional Biodiversity", has been enacted to further 

promote voluntary private-sector activities for restoration and creation of biodiversity, in addition to maintenance 
activities. 
 

・ 生物多様性保全推進支援事業により、湿地を含む地域の生物多様性保全活動を支援している。 
・ The Ministry of the Environment provides financial support for a local biodiversity conservation and related activities 

including those of wetlands. 
 
3.2 Has the private sector undertaken any activities or actions for the conservation, wise use, and management of (a) Ramsar 
Sites or (b) wetlands in general? {3.2} 
3.2 民間セクターは、(a) ラムサール条約湿地、または (b) 湿地全般の保全、賢明な利用及び管理に向け活動や行

動を起こしているか。{3.2} 
Please select only one per square. 一マスにつき一つだけ選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Additional information 追加情報 

  

a) Ramsar Sites 

ラムサール条約湿地 
☐ Y=Not relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☑ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 

b) Wetlands in general 

湿地全般 

☐ Y=Not relevant 関係なし 
☐ X=Unknown 不明 
☐ D=Planned 計画がある 
☑ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 
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・民間企業、NGO、拠点施設、観光協会、農・漁業協同組合、地元の湿地保全会など様々な民間セクターにお

いて、次のような活動が行われており、活動の多くは市民参加型で、実際の保全につながるよう工夫されて

いる。  
・The following activities are conducted by the private sector such as private enterprises, NGOs, wetland centers, tourism 

industry associations, agricultural and fisheries cooperatives, and local wetland conservation associations. Many activities 
encourage participation by local communities and are designed to promote conservation efforts. 

 
・保全活動や再生事業：希少動植物の保護や環境管理などの保全活動、湿地再生、清掃活動、外来種対策、シ

カなどによる食害対策など  
・Conservation activities and restoration projects: Conservation activities such as environmental management and 

protection of rare flora and fauna, wetland restoration, cleanup, control of alien species, and management of feeding 
damage by wildlife such as deer. 

 
・調査研究：モニタリング活動、調査研究活動  
・Research: Monitoring and research activities 
 
・資料館・ビジターセンター等の運営、整備  
・Operation and maintenance of resource and visitor centers 
 
・環境教育、普及啓発活動：観察会・水泳大会等イベントの開催、湿地ツアー、学校教育や学習活動、ボラン

ティア活動への支援（制度の構築など）、マナー向上等の普及啓発活動、研究者による市民向け研究発表な

どを通じた交流・協力体制の整備、定期的なテレビ番組放送、資源の利活用 
・Environmental education and public-awareness activities: organizing events such as nature observation, wetlands tours, 

school education and learning activities, support for volunteer activities, research presentations and exchange of views, 
TV programming on a regular basis, leveraging wetland resources, and improving public-awareness on how not to disturb 
wildlife habitats. 

 
・なお、漫湖水鳥・湿地センターでは、市民参加型のマングローブの稚樹抜きを行うとともに、稚樹を有効活

用したマングローブ染めや木軸ペンづくり等のワークショップを開催している。サロベツ原野では、認定

NPO 法人サロベツ・エコ・ネットワークにより農地と湿原の共生をはかる「エコモープロジェクト」が実施

されているほか、東海丘陵湧水湿地群では、民間企業と市民団体が連携協力し保全活動を行っている。宍道

湖では、漁協によりシジミの禁漁区の設定、漁獲量の制限、違反者に対する罰則等をルールで定めており、

志津川湾では、海藻藻場の再生による磯根資源の回復を実施しており、特に海藻を餌とするウニ・アワビの

生産量の増加が期待されている。肥前鹿島干潟においては、流域の棚田で栽培された米で日本酒を製造し、

売り上げの一部を保全活動費として寄付している。 
・The Manko Waterbird and Wetland Center invites the public to participate in pulling out mangrove seedlings and holds 

workshops for the effective use of mangrove seedlings, such as mangrove dyeing and making wooden shaft pens. In 
Sarobetsu-genya Plain, the Sarobetsu Eco Network, a certified NPO, is implementing the Eco-Mo-Pro Project to promote 
the coexistence of farmlands and wetlands. For Tokai Hilly Land Spring-fed Mires, private companies and citizens' groups 
are cooperating to carry out conservation activities. For Shinji-ko, the Fisheries Association has established rules for no-
fishing zones and catch limits for freshwater clams, and penalties for violators. In Shizugawa-wan, efforts are being made 
to restore seaweed beds to recover rocky shore environment and resources. In particular, the production of sea urchins 
and abalone, organisms which feed on seaweed, is expected to increase. At Hizen Kashima-higata, sake (Japanese rice 
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wine) is produced using rice grown in the terraced fields in the river basin, and a portion of the proceeds from the sales of 
the sake is donated to conservation activities. 

 
3.3 Have actions been taken to implement incentive measures which encourage the conservation and wise use of wetlands? 
{3.3} 
3.3 湿地の保全及び賢明な利用を奨励するインセンティブ措置を実施するための行動がとられたか。{3.3} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
3.3 Additional information 追加情報 
Please specify the types of incentive measures (loans, tax breaks, or others). 
インセンティブ措置の種類（融資、税制優遇措置、その他）を明記すること。 

 
・ 環境省では、生物多様性保全推進支援事業により、湿地を含む地域の生物多様性保全活動を支援している。 
・ The Ministry of the Environment provides financial support for local scale biodiversity conservation and related activities 

including those at wetlands through its financial support program for biodiversity conservation activities. 
 

・ 農林水産省では、自然環境の保全に資する農業生産活動（水田における冬期湛水等）の実施に伴う追加的

コストを支援する「環境保全型農業直接支払」を実施している。また、冬期湛水等、水田における生物多

様性保全や温室効果ガス削減を行っていることを農産物に表すラベルを作成し、生産者が自らの努力を消

費者に伝える活動を支援している。 
・ The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries implements “direct payments for environmentally friendly agriculture” 

to support additional costs associated with agricultural production activities, such as winter flood control of rice paddies 
(filling paddy fields with water in winter), that contribute to the conservation of the natural environment. In addition, the 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries is creating labels on agricultural products indicating that producers are 
taking measures to conserve biodiversity in rice paddies through winter flood control of rice paddies, etc., and reduce 
greenhouse gas emissions. 
 
国内のラムサール条約湿地では、関係市町村を中心に以下のような取組の例がある: 
The following initiatives and support programs have been implemented at Ramsar Sites in Japan mainly by the 
municipalities concerned: 
 

・ 冬期湛水水田など渡り鳥やその他希少野生動植物種の生息に配慮した水田農業を行い、それらの水田で収

穫された米をブランド化し通常よりも高い値段で販売。 
・ Generating positive environmental externalities from agricultural practices such as rice farming, including winter flood 

control of rice paddies, which facilitates the habitation and conservation of migratory birds and other rare fauna and flora. 
Rice harvested from those paddies are sold for a higher price than the standard product. 
 

・ 条約湿地に生えているヨシや海藻を肥料として育てられた農産物や、伝統的・持続的な漁法や猟法による

収穫など、一定の基準を満たした水産物や鴨をブランド化して販売。 
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・ Branding and selling aquatic agricultural products and poultry (such as ducks) that meet certain criteria, such as using 
natural materials from Ramsar Sites (reeds and seaweed, etc.) and harvesting via traditional and sustainable fishing and 
hunting methods. 
 

・ 農薬・化学肥料の使用量削減、濁水の流入防止など環境への負担を削減する技術で生産された農産物を、

自治体が地元ブランドとして認定・認証。ロゴマークを作成して商品に添付。 
・ Municipal governments certify agricultural products as their own local branded products, when they are produced with 

technologies that reduce the burden on the environment, such as reducing the use of pesticides/chemical fertilizers and 
preventing the flow of muddy water. These products are marked with a branded logo. 
 

・ 日本酒（米）やハスの化粧品など、湿地の収穫物を加工販売することで高付加価値化を図るとも共に、そ

の売り上げの一部を環境保全や教育活動に還元。  
・ Adding value to crop harvested from Ramsar Sites by processing them into commercial products, such as rice wine and 

cosmetics products made from lotus roots. A portion of the sales profit is shared toward environmental conservation and 
educational activities. 

 
3.4 Have actions been taken to remove perverse incentive measures which lead to degradation or loss of wetlands? {3.4} 
3.4 湿地の劣化や喪失につながる有害な奨励措置を取り除く取組はなされたか。{3.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ D=Planned 計画がある 

☐ Z=Not Applicable 該当なし 
 

3.4 Additional Information 追加情報 
Please specify the actions that have been taken to remove perverse incentive measures (e.g. removal of subsidies for agricultural expansion) and 
provide the source links or upload the source documents here. 
湿地の劣化や喪失につながる取組を撤廃するために取られた措置（農業拡大補助金の廃止などの有害な奨励措置の特定）を明記

し、出典リンクもしくは出典元の文書をアップロードしてください。 
 

2023 年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2023-2030」において、国内の補助金を含む各種奨励措置

等について、関係省庁間で十分に検討・協議の上で生物多様性に有害なものを特定し、奨励措置の利用者に十

分配慮しながら 該当する奨励措置のあり方を見直すための検討を行うこととしている。また、当該作業にあわ

せて有益な奨励措置の増加に取り組み、優良事例については横展開すべく情報発信等に取り組むこととしてい

る。 
The NBSAP of Japan 2023-2030 (approved by the Cabinet in March 2023) states that, regarding various incentive measures, 
including domestic subsidies, the government will promote discussion on identifying those that are harmful to biodiversity 
after due consideration and consultation with relevant ministries and agencies, and will review future direction of such 
measures, while giving due consideration to users of such incentive measures. At the same time, the government will make 
effort to scale up positive incentives, and to disseminate information on good practices to promote such practices widely. 
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Target 4 
Invasive alien species and pathways of introduction and expansion are identified and prioritized, priority invasive alien 
species are controlled or eradicated, and management responses are prepared and implemented to prevent their introduction 
and establishment. [Reference to Global Biodiversity Framework Target 6] 
個別目標 4 
侵略的外来種及びその移入・拡張経路が特定され、その対策が重要視される。優先的に対処すべき種が防除ま

たは根絶され、それらの移入や定着を防ぐため対応策が整備・実行される。 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 6 参照] 
 
4.1 Does your country have a national inventory of invasive alien species that currently or potentially impact the ecological 
character of wetlands? {4.1} 
4.1貴国は、現在または潜在的に、湿地の生態学的特徴に影響を与えている侵略的外来生物種の国家目録を有し

ているか。{4.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
4.1 Additional information 追加情報 
 
2004年６月に制定された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」に基

づき、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして162（2024年７月現在）の「特定外

来生物」を指定し、目録化している。また、2015年３月に作成した、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそ

れのある外来種のリスト」においては、生息・生育場所が湿地依存的な種が複数含まれる。  
Japan enacted the Invasive Alien Species Act (IAS Act) in June 2004; and 162 invasive alien species were specified as 
damaging or threatening to the ecosystem and inventoried, as of July 2024. Furthermore, in March 2015, the Government 
of Japan compiled a list of invasive alien species that could cause damage to the Japanese ecosystem. These include many 
species that are dependent on wetlands for inhabitation and growth. 
 
4.2 Has your country adopted any national policies, strategies, or guidelines on invasive species control and management 
that are relevant for wetlands? {4.2} 
4.2貴国は、湿地に関連する侵略的外来種の防除と管理に関する国家政策、戦略、またはガイドラインを採用し

ているか。{4.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
4.2 Additional information 追加情報 
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 2023年３月策定の「生物多様性国家戦略2023-2030」において、侵略的外来種による負の影響の防止・削減に

資する施策を実施する旨を記載している。特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、2022年
に法改正した外来生物法に基づき特定外来生物被害防止基本方針を改定したほか、我が国の外来種対策の中

期的な総合戦略として「外来種被害防止行動計画」を作成している。当該計画では、ラムサール条約湿地含

む自然環境保全上重要な箇所で優先度高く対策に取り組んでいく必要があるとしている。 
・The NBSAP of Japan 2023-2030 (formulated in May 2023) states that the government will implement measures 

contributing to preventing and reducing the negative impacts of invasive alien species. In order to prevent damage to 
ecosystems caused by Designated Invasive Alien Species, the government has revised the Basic Policy for Preventing 
Adverse Effects on Ecosystems Caused by Invasive Alien Species based on the revision of the FY2022 Invasive Alien 
Species Act, and formulated the Invasive Alien Species Management Action Plan as a medium-term comprehensive 
strategy for measures against alien species in Japan. The Action Plan states that the measures should be implemented with 
high priority in areas that are critical for the conservation of the natural environment, including Ramsar Sites. 

 
 河川を含めた湿地における侵略的外来種防除の手引きを作成し公表している。 
 The government has prepared and published a guide for the control of invasive alien species in wetlands, including rivers. 

  
4.3. Has your country successfully controlled through management actions invasive species of high risk to wetland 
ecosystems? {4.3} 
4.3. 貴国では、湿地生態系に対してリスクの高い侵略的な種について、管理的行動により抑制できているか。
{4.3} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ E=# species ＃種 
☐ F=Fewer than # ＃未満 
☑ G=More than # 162 種以上 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not relevant 関係なし 

 
4.3 Additional Information 追加情報 
 
 前述の「外来種被害防止行動計画」では、釧路湿原、伊豆沼・内沼及び琵琶湖等のラムサール湿地に対して

リスクの高い侵略的な種を特定し、その種の防除に係る目標が設定されている。これに基づき、地域と協働

の上、防除や管理等推進してきたところ。 
 The aforementioned Invasive Alien Species Management Action Plan identifies invasive alien species that pose a high risk 
to Ramsar Sites such as Kushiro-shitsugen Marsh, Izu-numa and Uchi-numa Lakes, and Biwa-ko Lake, and sets targets 
for the control of these species. Based on these targets, prevention and control measures have been promoted in cooperation 
with local communities. 
 

 地域における取組として、奥日光の湿原では、コカナダモの除去活動を1998年より実施しており、生育範囲

は徐々に縮小している。また、佐潟では、特定外来生物のアレチウリの生育が見られたが、除去活動を継続

し、現在は生育が確認されなくなった。伊豆沼・内沼では、2004年よりオオクチバス・ブルーギルの駆除活

動を行い、低密度状態へと減少させることができ、ゼニタナゴなどの在来魚類の回復が見られるようになっ

た。そのほかにも、ラムサール条約湿地を持つ多くの自治体において、侵略的な種の除去活動などの取組が

なされている。  
 As examples of local initiatives, in Oku-Nikko-shitsugen (Oku-Nikko High Moor), removal activities of Elodea nuttallii 
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have been ongoing since 1998, leading to a gradual decline in its distribution. Sicyos angulatus, an invasive alien species 
observed in Sakata Lake, was successfully eradicated due to sustained removal efforts. In Izu-numa and Uchi-numa Lakes, 
eradication activities for largemouth bass and bluegill have been conducted since 2004 and their population has been 
successfully reduced to a low density, allowing native fish species such as Zenitanago to recover. Many other 
municipalities which have Ramsar Sites are working actively toward eradicating invasive species. 

 
4.4 Has the effectiveness of wetland invasive alien species control programmes been assessed?{4.5} 
4.4 湿地における侵略的外来種の防御プログラムの有効性は評価されたか。{4.5} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 

 
4.4 Additional Information 追加情報 
 
前述の「外来種被害防止行動計画」で設定した特定のラムサール湿地における特定種の防除に係る目標につい

て、2023年10月に目標達成の状況等を公表したところ。 
The achievement status of the control targets for invasive alien species has been announced in October 2023 for specific 
Ramsar Sites set out in the aforementioned Invasive Alien Species Management Action Plan. 
 

-  
セクション 3 – 目標 2.ラムサール条約湿地ネットワークの効果的な保全と管理  
In responding to each of these questions, Contracting Parties are encouraged to provide links, references/ upload documents 
where applicable and relevant.  
[Reference to Sustainable Development Goals 6, 11, 13, 14, 15] 
これらの質問に回答する際、締約国は該当し関連する場合、リンク、参考文書をアップロードすることが奨励

される。 
[持続可能な開発目標 6、11、13、14、15 への言及] 
 
Target 5 
The ecological character of Ramsar Sites is maintained or restored through effective planning and integrated management  
[Reference to Global Biodiversity Framework Targets 1, 3 and 5] 
個別目標 5 
ラムサール条約湿地の生態学的特徴が、効果的な計画と統合管理を通じて、維持あるいは再生される。  
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 1、3、5 への言及］ 
 
5.1 Have a national strategy and priorities been established for the further designation of Ramsar Sites, using the Strategic 
Framework for the Ramsar List? {5.1} 
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5.1ラムサール条約湿地のための戦略的枠組みを用いて、ラムサール条約湿地の追加登録のための国家戦略及び

優先事項が確立されたか。{5.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
 

5.1 Additional information 追加情報 
 
 国際的に重要な湿地の基準に見合うラムサール条約湿地潜在候補地のリストを2010年に作成している。 
 The government developed a list of potential candidate Ramsar Sites that satisfy the criteria of Wetlands of International 
Importance in 2010. 
 

 2023年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2023-2030」において、国際的に重要な湿地の基準を満た

すことが明らかであって、登録によって地域による保全等が円滑に推進されると考えられる湿地については、

地域の合意が図られ要件が整ったものから登録を進めることとしている。 
 The NBSAP of Japan 2023-2030 (approved by the Cabinet in March 2023) states that for wetlands that are clear to meet 
the criteria of wetlands of international importance and whose registration would facilitate conservation and other efforts 
by local community, the designation of such wetlands is to be initiated after local communities agree with its designation 
and procedures, and the requirements for the designation are met. 

  
5.2 How many Ramsar Sites have a management plan? {5.3} 
5.2 管理計画を持つラムサール条約湿地はいくつあるか。{5.3} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ E=# Sites 53 湿地 
☐ X=Unknown 不明 

 
5.3 How many of the Ramsar Sites are actively implementing their management plan? {5.4} 
管理計画のあるラムサール条約湿地のうち、それが積極的に実施されている湿地数はいくつか。{5.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ E=# Sites 53 湿地 
☐ X=Unknown 不明 

 
5.4 How many Ramsar Sites are implementing management actions outside of formal management plans? 
{5.5} 
5.4 正式な管理計画以外の管理活動を実施しているラムサール条約湿地はいくつあるか。{5.5} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ E=# Sites ＃湿地 
☑ X=Unknown 不明 
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5.2 – 5.4 Additional information 追加情報 
 
 我が国では、対象となる湿地を国立・国定公園、国指定鳥獣保護区又は生息地等保護区等に指定した上で、

又は既にいずれかの保護地域に指定されている湿地について、ラムサール条約への登録を行っている。これ

らの保護地区の指定に際しては、湿地の保全管理に係る内容を含む自然公園の公園計画、鳥獣保護区の指定

計画、生息地等保護区の保護に関する指針が策定される。  
 In general, wetlands in Japan which are designated as Ramsar sites are previously designated as one of the following: 
national parks, quasi-national parks, national wildlife protection area, or natural habitat protection area. When these 
designations are made, the government formulates plans which include conservation and management of wetlands in 
natural parks, designation plans for wildlife protection areas, as well as guidelines for protection in natural habitat 
protection areas. 
 

 また、上記計画の他にも、湿地の管理に関する記載もしている自然再生事業にかかる事業実施計画や、都道

県や市町村、地域関係者の参加する協議会等によって、湿地を含む自然環境の保全や再生、利活用等に関す

る独自の管理計画が策定・実施されている地域もある。 
 In addition to the above, there are some regions where their own nature restoration project plans which contain references 
to wetland management have been formulated and implemented. Furthermore, some prefectures, municipalities, or local 
councils (comprised of regional stakeholders) have formulated and implemented their own management plans concerning 
conservation, restoration, and utilization of the natural environment, including wetlands. 

 
5.5 Have all Ramsar Sites been assessed regarding the effectiveness of their management (through formal management plans 
where they exist or otherwise through existing actions for appropriate wetland management)? {5.6} 
5.5すべてのラムサール条約湿地は、それぞれの管理の有効性について評価されたか（正式な管理計画が存在す

る場合はそれに基づいて、そうでない場合は適切な湿地管理のための既存の取組等に基づいて）。{5.6} 
If “yes”, please indicate the number of Ramsar Sites  
If “partially”, please indicate the number of Ramsar Sites  
If “planned”, please indicate the number of Ramsar Sites 

「はい」の場合、ラムサール条約湿地の数を記入してください。 
「一部」の場合、ラムサール条約湿地の数を記入してください。  
「計画がある」の場合、ラムサール条約湿地の数を記入してください。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 14 湿地 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not relevant 関係なし 

 
5.5 Additional information 追加情報 
 
Please provide the source links or upload the source documents here indicating the assessment tool used (e.g. Ramsar Site Management 
Effectiveness Tracking Tool (METT), Resolution XII.15), and the source of the information. 
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使用した評価ツール（例：ラムサール条約湿地管理効果追跡ツール（METT）、決議 XII.15）と情報源を示すリンクを提供するか、

情報源の文書をここにアップロードしてください。 
 

国内のラムサール条約湿地においては、RISの更新とあわせて管理の有効性に関する評価を行っているところ

もある。 
Some Ramsar Sites in Japan assessed the effectiveness of their Site management when updating their Ramsar Information 
Sheets (RISs). 
 
5.6 How many Ramsar Sites have a cross-sectoral management committee? {5.7} 
5.6 分野横断的な管理委員会があるラムサール条約湿地の数はいくつか。{5.7} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ E=# Sites 38 湿地 
☐ X=Unknown 不明 

 
5.6 Additional information 追加情報 
 
 以下の38湿地において湿地保全のための分野横断的な協議会や委員会が設置されている： 
205 釧路湿原、1555 サロベツ原野、318 伊豆沼・内沼、1549 三方五湖、1551 中海における自然再生協議会の

他、439 クッチャロ湖、539 ウトナイ湖（美々川）、996 漫湖、1201 宮島沼、1540 阿寒湖、1557 濤沸湖、

1558 雨竜沼湿原、1542 風蓮湖・春国岱、2058 大沼、1543 仏沼、1844 大山上池・下池、820 佐潟、2232 涸沼、

616 片野鴨池、1545 蕪栗沼・周辺水田、1554 尾瀬、1556 宍道湖、1843 化女沼、2061 渡良瀬遊水地、2233 芳
ヶ平湿地群、2060 東海丘陵湧水湿地群、1200 藤前干潟、2057 中池見湿地、2055 円山川下流域・周辺水田、

1548 串本沿岸海域、2234 東よか干潟、2235 肥前鹿島干潟、2054 荒尾干潟、1547 くじゅう坊ガツル・タデ原

湿原、1559 屋久島永田浜、1550 名蔵アンパル、2357 葛西海浜公園、2358 志津川湾。  
 Cross-cutting councils and conferences for wetland-restoration are held at the following 38 Ramsar Sites in Japan:  
205 Kushiro-shitsugen, 1555 Sarobetsu-genya, 318 Izu-numa and Uchi-numa, 1549 Mikata-goko, 1551 Nakaumi. In 
addition, wetland conservation councils and committees are established at the following wetlands: 439 Kutcharo-ko, 539 
Utonai-ko, 996 Manko, 1201 Miyajima-numa, 1540 Akan-ko, 1557 Tofutsu-ko, 1558 Uryunuma-shitsugen, 1542 Furen-
ko and Shunkuni-tai, 2058 Onuma, 1543 Hotokenuma, 1844 Oyama Kami-ike and Shimo-ike, 820 Sakata, 2232 Hinuma, 
616 Katano-kamoike, 1545 Kabukuri-numa and the surrounding rice paddies, 1554 Oze, 1556 Shinji-ko, 1843 Kejo-numa, 
2061 Watarase-yusuichi, 2233 Yoshigadaira Wetlands, 2060 Tokai Hilly Land Spring-fed Mires, 1200 Fujimae-higata, 
2057 Nakaikemi-shicchi, 2055 Lower Maruyama River and the surrounding rice paddies, 1548 Kushimoto Coral 
Communities, 2234 Higashiyoka-higata, 2235 Hizen Kashima-higata, 2054 Arao-higata, 1547 Kuju Bogatsuru and 
Tadewara-shitsugen, 1559 Yakushima Nagata-hama, 1550 Nagura Amparu, 2357 Kasai Marine Park, and 2358 
Shizugawa-wan. 
 

 また、各湿地の個別の協議会の他に、北海道ラムサールネットワークや釧路国際ウェットランドセンターの

ような複数の条約湿地を包括する広域的連携組織や、赤野井湾再生プロジェクトのような条約湿地の一部に

ついて自治体単位で分野横断的に検討する地域的組織も存在する。 
 In addition to municipal councils, cross-regional organizations, such as Hokkaido Ramsar Network and Kushiro 
International Wetland Centre, manage several Ramsar Sites cooperatively. There are also regional organizations that 
oversee a part of Ramsar Sites on a cross-cutting, municipal basis (e.g. Akanoi-wan bay-restoration project). 
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5.7 For how many Ramsar Sites has an ecological character description been prepared (see Resolution X.15)? 
5.7 生態学的特徴の説明を作成しているラムサール条約湿地の数はいくつか。（決議 X.15 参照） 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ E=# Sites 53 湿地  
☐ X=Unknown 不明 

 
5.7 Additional information 追加情報 
For example give the name and official number of the Site or Sites. 
例として、サイト名と正式な番号(ラムサール条約湿地番号)を挙げてください。 
 

日本国内のすべてのラムサール条約湿地（53 箇所） 
All the 53 Ramsar Sites in Japan 
 
5.8 Resolution VI.13 urges Parties to give priority to providing the Secretariat with maps and completed Ramsar Information 
Sheets (RIS) for all Sites designated for the Ramsar List, and to revise this data at least every six years. If your country has 
not updated its RIS as required, describe the challenges in updating RIS, particularly descriptions of ecological character. 
5.8 決議 VI.13 は締約国に対し、ラムサールリストに指定されたすべてのサイトの地図と完成したラムサール情

報シート（RIS）を事務局に優先的に提供し、少なくとも 6 年ごとにこのデータを改訂するよう求めている。

貴国が RIS を必要に応じて請求通りに更新していない場合、RIS の更新における課題、特に生態学的特徴につ

いて説明してください。 
 
我が国においては、「生物多様性国家戦略 2023-2030」において、条約湿地の質をより向上させていく観点から、

2030 年までにこれまでに登録された全ての湿地について最新状況を把握し、ラムサール情報票（RIS）の更新

を行うことを数値目標として設定している。2023年度においては、15件分の RISを事務局に提出したところだ

が、６件が受理され、残り９件は審査中となっている。更新の課題としては、数年で交代する RIS 担当窓口

（締約国及び事務局の双方）への引継、更新手続きの複雑化やそれに伴う手続きの長期化などが考えられる。

また、条約湿地によっては生態調査は実施しておらず、国が実施する定点観察やモニタリングの結果のみが生

態学的特徴の把握のための判断根拠となり得る。そのため、条約湿地の定性的評価がしにくい場合がある。 
The NBSAP of Japan 2023-2030 states that the government will, in terms of further improving quality of the Ramsar Sites, 
keep track of the current status of all the registered Ramsar Sites and update their Ramsar Information Sheets (RISs) by 2030 
by setting numerical targets. In FY2023, we submitted 15 RISs to the Ramsar Secretariat, 6 of which have been accepted so 
far, and the remaining 9 are under review. Challenges for updating RISs include the handover of the updating procedure to 
the RIS compilers who can be changed every few years (both the Contracting Parties and the Secretariat) and the complexity 
of the updating process, which makes it time-consuming. In addition, some Ramsar Sites do not conduct their own ecological 
surveys and only the results of periodic observations and monitoring conducted by the government are the only basis for 
determining ecological characteristics of those wetlands, making it difficult to carry out qualitative assessment. 
 
Target 7 
Sites that are at risk of change of ecological character have threats addressed {2.6.}.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Targets 3, 4 and 10] 
個別目標 7 
生態学的特徴の変化が懸念されるサイトにおいて、脅威が対処される。{2.6.} 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 3、4、10 を参照。] 



Ramsar National Report to COP15                                                                                                                                                                                  Page 32 of 86 

 

 
7.1 Are mechanisms in place for the Administrative Authority to be informed of negative human-induced changes or likely 
changes in the ecological character of Ramsar Sites, pursuant to Article 3.2? {7.1} 
7.1人為的活動によるラムサール条約湿地の生態学的特徴の悪化またはその恐れがあることについて、条約第３

条２に従って管理当局に対して通達がなされる仕組みが整っているか。{7.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 

 
7.1 Additional information 追加情報 
If “Yes”, please provide the source links or upload the source documents here describing the mechanisms established 
「はい」の場合、出典リンクを提供するか、確立されたメカニズムを説明する出典文書をここにアップロードしてください。 

 
各ラムサール条約湿地を管轄する地方環境事務所が管理当局である環境省本省野生生物課に連絡する。また、

生物多様性センターは、ラムサール条約湿地に限らず、湖沼、干潟、サンゴ礁などの湿地を対象に含む調査や

モニタリングを行っており、その結果については管理当局に報告している。 
The Ministry of the Environment’s regional offices, which have jurisdiction over each Ramsar Site, are to inform the 
Ministry’s Headquarters’ Wildlife Division (the Administrative Authority) on any such changes in the ecological characters 
of Ramsar Sites. Furthermore, the country’s Biodiversity Center is to report on monitoring and survey results of wetlands 
including non-Ramsar Sites (survey sites include lakes, reservoirs, tidal flats, and coral reefs) to the Ministry Headquarters. 
 
7.2 Have all cases of negative human-induced change or likely change in the ecological character of Ramsar Sites been 
reported to the Ramsar Secretariat, pursuant to Article 3.2? {7.2} 
7.2人為的活動によるラムサール条約湿地の生態学的特徴の悪化またはその恐れがあるすべての事例について、

条約第３条２に従って条約事務局に報告したか。{7.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☑ B=No いいえ 
☐ C=Some Cases  数事例 
☐ O=No Negative Change 負の変化なし 

 
7.2 Additional information 追加情報 
If “Yes” or “Some cases”, please indicate for which Ramsar Sites the Administrative Authority has not made Article 3.2 reports to the Secretariat 
「はい」または「数事例」と回答した場合、管理当局が条約第３条２に規定する報告を条約事務局に対して行っていない条約湿

地名を明記すること。 
 

Section 3 - Goal 3. Wisely Using All Wetlands 
セクション 3 – 目標 3.すべての湿地の賢明な利用 
 In responding to each of these questions, Contracting Parties are encouraged to provide links, references/ upload documents 
where applicable and relevant.  
[Reference to Sustainable Development Goals 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15] 
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これらの質問に回答する際、締約国は、該当し関連する場合、リンク、参考資料、アップロード文書を提供す

ることが推奨される。 
[持続可能な開発目標 1、2、5、6、8、11、12、13、14、15 への言及] 
 
Target 8 
National wetland inventories have been either initiated, completed or updated and disseminated and used for promoting the 
conservation and effective management of all wetlands [Reference to Global Biodiversity Framework Targets 1, 2, 3, 4, 6 
and 21] 
個別目標 8 
すべての湿地の保全及び効果的な管理を推進するために、国の湿地目録が着手され、完成または更新され、公

開・配布され、活用されている。[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 1、2、3、4、6 及び 21 を参照] 
8.1 Does your country have a National Wetland Inventory (NWI)? {8.1} 
8.1 貴国において完成した国家湿地目録があるか。{8.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In Progress 進行中 
☐ D=Planned 計画がある 

 
8.1 Additional information 追加情報 
For example, if “in progress” or “planned”, by when will it be completed? 
例えば、「進行中」または「計画中」と回答した場合、いつまでに完了するか。 
 

8.2 If your country has an NWI, has it been updated in the last decade [2014-2024]? {8.2} 
8.2 貴国に国家湿地目録がある場合、過去 10 年間 [2014-2024]に更新したか。{8.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In Progress 進行中 
☐ C1=Partially 一部 

☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 

 
8.2 Additional information 追加情報 
 
 2001年に公表した「日本の重要湿地 500」について、湿地環境の急速な変化、特に東日本大震災の影響、人

的開発行為や保全管理の不足等による湿地の劣化、地球温暖化や外来種の侵入に伴う湿地環境の変化などか

ら、選定当時とは状況が大きく変貌していることが判明した。そのため有識者の意見等も踏まえて見直しを

行い、2016年に「生物多様性の観点から重要度の高い湿地（重要湿地）」を「共通の選定基準」と「生物分

類ごとの基準」の二つの基準によって、「633湿地」を選定し公表した。  
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 According to the “500 Important Wetlands in Japan” published in 2001, it was found that the situations surrounding 
wetlands have changed significantly from the time of site selection due to rapid changes in the wetland environment, 
especially the effects of the Great East Japan Earthquake, degradation of wetlands due to human development activities 
and lack of conservation management, and changes in wetland environments due to global warming and invasive alien 
species. Therefore, a review was conducted based on expert guidance, etc., and in 2016, “633 wetlands” were selected and 
announced as “Wetlands of High Importance from the Viewpoint of Biodiversity (Important Wetlands in Japan)” based 
on two categories: “common selection criteria” and “criteria for each biological category”. 
 

 東日本大震災（2011年）によって被災した東北地方太平洋沿岸地域において、干潟、アマモ場、藻場、海鳥

繁殖地等のモニタリングを継続し、生態系に変化がないか記録している。 
 The government continues to monitor tidal flats, eelgrass beds, seaweed beds, and seabird breeding sites, among other 
habitats, at the Pacific coast area in the north-east Tohoku region, which had been affected by the Great East Japan 
Earthquake in 2011. Records are maintained to determine whether any changes in the ecosystem have occurred. 
 

 2010年に環境省が公表したラムサール条約湿地潜在候補地（以下、「潜在候補地」という）のうち、東日本

大震災（2011年）の影響を受けた７つの潜在候補地について、震災後の候補地としての資質を調査し、報告

書にとりまとめた。 
 Of the potential candidate Ramsar Sites, published by the Ministry of the Environment in 2010, the government conducted 
surveys on seven potential candidate sites affected by the Great East Japan Earthquake (2011), compiling its findings in a 
report. 
 

8.3 How often is the NWI updated?   
8.3 国家湿地目録の更新頻度はどのくらいか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Regular intervals ≤ 6 years 定期的な間隔は 6 年以下 
☑ B=Irregularly ≥ 7 years 非定期的な間隔は 7 年以上 
☐ C=Not updated 更新なし 
☐ X=Unknown 不明 
 

8.3 Additional information 追加情報 
 
8.4 Is wetland inventory data and information publicly available? {8.4} 
8.4 湿地目録のデータ及び情報は公開されているか。{8.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
8.4 Additional information 追加情報 
For example if “partially” or “planned” by when will the data/information be made public? 
例えば、「一部」または「計画がある」と回答した場合、データ／情報はいつまでに公表されるか。 
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ウェブサイトにおいて広く一般に公開されている。 
They are accessible to the general public via the Ramsar Convention Secretariat Website. 
 
8.5 Please explain how the NWI data/information is maintained if at all? {8.3} 
8.5 国家湿地目録のデータ及び情報はどのように維持されているか。 
 
重要湿地の一部については、モニタリングサイト1000等による調査地として調査を実施し、情報収集を行って

いる。  
Some of the Important Wetlands in Japan have been surveyed and information has been collected for the Monitoring Sites 
1000 and other government projects. 
 
8.6 Based on the information in NWI, if available, please provide the total area in square kilometres (km2) for the extent of 
wetlands (according to the Convention on Wetland’s definition) for the year of available data and provide the relevant 
disaggregated information in the box below. This information will also be used to report on SDG 6, Target 6.6, Indicator 
6.6.1, for which the Convention is a co-custodian. {8.6} 
8.6国家湿地目録に基づいて、入手可能なデータのある年の（ラムサール条約の定義に基づく）湿地の総面積を

平方キロメートル(km2)で示し、下のボックスに集計された情報を提供すること。この情報は、ラムサール条約

が共同管理者となっている持続可能な開発目標の目標 6、ターゲット 6.6、指標 6.6.1 の報告にも利用される。
{8.6} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ E=# km2 1,551 km² 

☐ X=Unknown 不明 

 
8.6 According to the Convention’s definition and classification of wetlands, the disaggregated information on wetland extent 
is as follows 
8.6 ラムサール条約の湿地の定義と分類に従い、湿地の範囲に関する情報は以下のとおり。 
Note: The minimum information that should be provided is the total area of wetlands for each of the three major categories; “marine/coastal”, 
“inland” and “human-made”.  
If the data on inventories are partial or not complete, use the available information to fill in the form, specifying if it is partial or not complete.  
Guidance on information on national wetland extent can be consulted at: https://www.ramsar.org/document/guidanceon-information-on-national-
wetland-extent. 
注： 3 つの主要な湿地の分類（海洋/沿岸、内陸及び人工）のそれぞれの総面積は必ず明記すること。 

国の湿地面積に関する情報についてのガイダンスは、https://www.ramsar.org/document/guidanceon-information-on-national-wetland-
extent で参照できる。 

目録のデータが部分的であったり、完全でない場合は、入手可能な情報を使用して、部分的であるか、完全でないことを明記す

ること。 

 
我が国のラムサール条約湿地については、2021年に１つの湿地が新しく登録された。それに伴い、ラムサール

条約湿地（53カ所）の面積は1551.74km²となり、0.3％増加した（なお、湿地面積である1,551 km² については、

利用可能なデータとしてラムサール条約湿地の面積を合計したものをここでは示している）。 
In 2021, a wetland was designated as a new Ramsar Site, totaling 53 sites in Japan, which increased the total surface area 
by 0.3% to 1,551 km2 (the wetland area of 1,551 km² refers to the total area of Ramsar sites as an available data source). 
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8.6 Marine/Coastal Wetlands 海洋/沿岸域湿地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Marine/Coastal Wetlands total (km2) 海洋/沿岸域湿地の合計（km2） 
 
8.6 Inland Wetlands  内陸湿地 

 Square kilometers (km2) 

平方キロメートル 

A -- Permanent shallow ma 

永久的な浅海域 
 

B -- Marine subtidal aquatic beds  

海洋の潮下帯 
 

C -- Coral reefs 

サンゴ礁 
 

D -- Rocky marine shores 

海域の岩礁 
 

E -- Sand, shingle or pebble shores  

砂、礫、中礫海岸 
 

F -- Estuarine waters 

河口域 
 

G -- Intertidal mud, sand or salt flats 

潮間帯の泥質、砂質、塩性干潟 
 

Ga -- Bivalve (shellfish) reefs 

二枚貝（魚介）が形成するリーフ（礁） 
 

H -- Intertidal marshes 

潮間帯湿地 
 

I -- Intertidal forested wetlands 

潮間帯森林湿地 
 

J – Coastal brackish/saline lagoons 
沿岸域汽水/塩水礁湖 

 

K -- Coastal freshwater lagoons 

沿岸域淡水潟 
 

Zk(a) – Karst and other subterranean hydrological systems 

（海洋沿岸域）地下カルスト及び洞窟性水系 
 

 Square kilometers (km2) 

平方キロメートル 

L – Permanent inland 

永久的内陸デルタ 
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› 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M -- Permanent rivers/streams/creeks; includes waterfalls 

永久的河川、渓流、小河川；滝を含む 
 

N – Seasonal/intermittent/irregular rivers/streams/creeks 

季節的、断続的、不定期な河川、渓流、小河川 
 

O -- Permanent freshwater lakes 

永久的な淡水湖沼 
 

P -- Seasonal/intermittent freshwater lakes 

季節的、断続的淡水湖沼 
 

Q -- Permanent saline/brackish/alkaline lakes 

永久的塩水、汽水、アルカリ性湖沼 
 

R -- Seasonal/intermittent saline/brackish/alkaline lakes and flats   

季節的、断続的、塩水、汽水、アルカリ性湖沼と平底 
 

Sp -- Permanent saline/brackish/alkaline marshes/pools  

永久的塩水、汽水、アルカリ性沼沢地、水たまり 
 

Ss -- Seasonal/intermittent saline/brackish/alkaline marshes/pools  
季節的、断続的塩水、汽水、アルカリ性湿原、水たまり 

 

Tp -- Permanent freshwater marshes/pools  

永久的淡水沼沢地、水たまり 
 

Ts -- Seasonal/intermittent freshwater marshes/pools on inorganic soi 
季節的、断続的淡水沼沢地、水たまり 

 

U -- Non-forested peatland 

樹林のない泥炭地 
 

Va -- Alpine wetlands 

高山湿地 
 

Vt -- Tundra wetlands  

ツンドラ湿地 
 

W -- Shrub-dominated wetlands  

灌木の優占する湿原 
 

Xf -- Freshwater, tree dominated wetlands  

淡水樹林優占湿原 
 

Xp -- Forested peatlands  

森林性泥炭地 
 

Y -- Freshwater springs; oases.  

淡水泉、オアシス 
 

Zg -- Geothermal wetlands  

地熱性湿地 
 

Zk(b) – Karst and other subterranean hydrological systems 

（内陸の）地下カルストと洞窟性水系 
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8.6 Inland Wetlands total (km2)  内陸湿地の合計（km2） 
 
8.6 Human-made wetlands  人工湿地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.6 Human-made wetlands total (km2)  人工湿地合計(km2) 
 
8.7 How has the ecological character of wetlands in your country, overall, changed since COP14 ? {8.5} 
8.7 COP14 以降、貴国の湿地の生態学的特徴は、全体としてどのように変化したか？{8.5} 
Ecological character is the combination of the ecosystem components, processes and benefits/services that characterize the wetland at a given 
point in time. 
生物学的特徴とは、ある時点で湿地を特徴づける生態系の構成要素、プロセス、恩恵／生態系サービスなどを意味する。 
Please select only one per square. 一マスにつき一つだけ選択してください。 

 Square kilometers (km2) 

平方キロメートル 

1 -- Aquaculture ponds. 

水産養殖池 
 

2 – Ponds 

湖沼 
 

3 -- Irrigated land 

灌漑地 
 

4 -- Seasonally flooded agricultural land 

季節的に冠水する農地 
 

5 -- Salt exploitation sites 

製塩場 
 

6 -- Water storage areas 

貯水場 
 

7 – Excavations 

採掘現場 
 

8 -- Wastewater treatment areas 

廃水処理区域 
 

9 -- Canals and drainage channels, ditches 

運河、排水路、水路 
 

Zk(c) – Karst and other subterranean hydrological systems 

（人工の）カルスト及び洞窟の水系 
 

  

a) Ramsar Sites 

ラムサール条約湿地 
☐  P=Status improved 改善された 

☑  O=No change 変化なし 

☐  N=Status deteriorated 悪化した 
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8.8 On a scale of 1-5 rate the change in the ecological character of wetlands in your country, overall, since last COP 
8.8 前回の COP 以降、貴国の湿地の生態学的特徴について、全体的に 1～5 の尺度で評価してください。 
Please select only one per square. 一マスにつき一つだけ選択してください。 

 

  

a) Marine/coastal 

海洋/沿岸 

☐ 5=major improvement  大幅な改善 

☐ 4=improvement 改善 

☑ 3=no change 変化なし 

☐ 2=deterioration 悪化 

☐ 1=major deterioration 大幅な悪化 

b) Inland 

内陸  
☐ 5=major improvement  大幅な改善 

☐ 4=improvement 改善 

☑ 3=no change 変化なし 

☐ 2=deterioration 悪化 

☐ 1=major deterioration 大幅な悪化 

c) Human-made 

人工物 

☐ 5=major improvement  大幅な改善 

☐ 4=improvement 改善 

☑ 3=no change 変化なし 

☐ 2=deterioration 悪化 

☐ 1=major deterioration 大幅な悪化 

 
8.8 Additional Information 追加情報 
 
環境省では、湖沼・湿原・二次的水域・磯・干潟・アマモ場・藻場・サンゴ礁など、我が国の湿地の一部を対

象としてモニタリングを行っており、調査サイトの一部にはラムサール条約湿地も含まれている。また、関係

市町村を対象にアンケート調査を行った。同モニタリングとアンケート調査の結果、一部のサイトにおいて、

在来の動植物の減少及び外来種の分布の拡大、シカによる踏み荒らしや採食などの状況は見られるものの、こ

の３年間で生態学的特徴の大きな変化は見られていない。 
The Ministry of the Environment conducted monitoring of some of Japan's wetlands, including Ramsar Sites which 
encompass lakes, reservoirs, marshland, secondary water environments, rocky shores, tidal flats, eelgrass beds, seaweed 
beds, and coral reefs, and some of the study sites also include Ramsar Convention wetlands. It also conducted a survey of 
the municipalities involved. As a result of the findings from the monitoring and survey, no major changes in the ecological 
character of the wetlands have been observed over the last three years, albeit there has been a decrease in native fauna and 
flora, an expansion in the distribution of invasive species, and continued trampling/grazing by deer observed at some sites. 
 
8.9 What are your main needs in developing or updating an NWI to support SDG Indicator 6.6.1 reporting for tracking global 
wetland status and trends? Please select below. {8.7} 

b) All wetlands in your country 

貴国のすべての湿地 

☐ P=Status improved 改善された 

☑   O=No change 変化なし 

☐ N=Status deteriorated 悪化した 
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8.9 SDG 指標 6.6.1 への報告を奨励し、世界の湿地の状態と傾向を把握するため、国家湿地目録を作成または更

新する際の主なニーズは何か。以下から選択してください。{8.7} 
 

 Yes はい 

a) Access to data and data acquisition standards 

データへのアクセスとデータ取得標準 

☐ 

b) Wetland delineation methods and approaches 

湿地の描写方法とアプローチ 

☐ 

c) Habitat classifications 

生息地の分類 

☐ 

d)Standardization in data interpretation methods 

データ解釈方法の標準化 
☐ 

e) Regulatory framework and governance structure 

規制の枠組みとガバナンス構造 
☐ 

f) Resources 資源 ☐ 

g) Relevant skills 関連スキル ☐ 

h) Data collection and mapping 

データ収集と地図作成 
☐ 

i) Collaboration 協力関係 ☐ 

j) Others その他 ☐ 

 
8.9 Additional Information 追加情報 
e.g. explain others as referred to in (j). 他に参考情報がある場合、（ｊ）内にて説明してください。 
 

8.10 Please select from the list below the main needs of your country in using NWI results to implement COP mandates, e.g. 
conservation and wise use of all wetlands (Resolutions X.2, XIII.12, XIII.I3, XIII.14, XIII.16, XIV.17 and Nationally 
Determined Contributions (NDCs)) to achieve sustainable development. 
8.10 締約国会議における決定事項（例えばすべての湿地の保全と賢明な利用（決議 X.2、XIII.12、XIII.I3、
XIII.14、XIII.16、XIV.17 及び「国が決定する貢献（NDCs）」）を実施するために国家湿地目録の結果を利用す

る際の貴国の主なニーズを以下のリストから選択してください。 
 

 Yes はい 

a) Resources 資源 ☐ 

b) Relevant skills 関連スキル ☐ 

c) Data systems and management データシステムと管理 ☐ 

d) Application of NWI information for decision making (climate, biodiversity and sectoral planning/reporting)   
意思決定のための NWI 情報の活用（気候、生物多様性、セクター別の計画／報告） 

☐ 
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e) Regulatory framework and governance structure 規制の枠組みと統治構造 ☐ 

f) Data interpretation and communication データ解釈とコミュニケーション ☐ 

g) Collaboration 協力関係 ☐ 

h) Others その他 ☐ 
 
8.10 Additional Information 追加情報 
 
Target 9 
The wise use of wetlands is strengthened through integrated resource management at the appropriate scale, inter alia, within 
a river basin or along a coastal zone {1.3.}.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Targets 1, 9, 10 and 15]. 
個別目標 9 
湿地の賢明な利用が、とりわけ河川集水域内や沿岸域に沿って、適切な規模で、統合的な資源管理を通じて強

化される。{1.3.} 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 1、9、10 及び 15 を参照。] 
 
9.1 Is a national wetland policy (or equivalent instrument) that promotes the wise use of wetlands in place?{9.1} 
9.1 湿地の賢明な利用を推進する国家湿地政策（または相当するもの）があるか。{9.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In Preparation 準備中 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.1 Additional information 追加情報 
 
 2023 年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2023-2030」における湿地に係る記載を国家湿地政策と

して位置づけており、その中で、ラムサール条約湿地において生息・生育する動植物の保全及びワイズユー

ス（賢明な利用）を促進するとともに、条約湿地の質をより向上させていく観点から、これまでに登録され

た全ての湿地について最新状況を把握し、ラムサール情報票（RIS）の更新を行うとしている。そのため、関

係省庁、地方公共団体や地域住民、NGO、専門家、地域住民、ユースなどと連携し、条約湿地に関するモニ

タリング調査や情報整備、湿地の再生、優良事例の共有、湿地に関連する環境教育を含む普及啓発活動等を

推進することを掲げている。 
 The descriptions on wetlands in the NBSAP of Japan 2023-2030 (approved by the Cabinet in March 2023) are recognized 
as Japan’s National Wetland Policies. The Strategy states that the government will promote the conservation and wise use 
of flora and fauna inhabiting the Ramsar Sites and will also, in terms of further improving quality of the Ramsar Sites, 
keep track of the current status of all the registered Ramsar Sites and update the Ramsar Information Sheets (RISs). 
Therefore, the government will, in collaboration with relevant ministries and agencies, local governments, local 
communities and residents, NGOs, experts, youth and others, promote monitoring and synthesizing information on the 
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Ramsar Sites, wetland restoration, sharing of good practices, and public awareness activities including environmental 
education related to wetlands and other efforts. 
 

 環境省では、湿地を含む森里川海の恵みを将来にわたって享受し、安全で豊かな国づくりを行うため「つな

げよう、支えよう森里川海プロジェクト」を立ち上げた。2016 年度から 2018 年度には、全国 10 カ所の実証

地域において、多様な主体によるプラットホームづくりや自立のための経済的仕組みづくりなどを実施。全

国シンポジウムを開催。「地域循環共生圏の手引き」をとりまとめ公表。2019年度は、実証地域のフォローア

ップ調査を実施。フォローアップを踏まえ事例等追加し「地域循環共生圏の手引き」を更新。 
 The Ministry of the Environment has launched the “Project on Connecting and Supporting Forests, Countryside, Rivers 
and Seas” to create a safe and prosperous country that can enjoy the blessings of forests, countrysides, rivers and seas, 
including wetlands, for the future. The Project has created a platform for diverse actors and an economic mechanism for 
self-reliance in 10 demonstration areas nationwide from FY2016 to FY2018. The Ministry of the Environment held a 
national symposium, and compiled and published a “Guide to Circular and Ecological Economy” In FY2019, it conducted 
a follow-up survey of demonstration areas and updated the “Guide to Circular and Ecological Economy” by adding case 
studies, etc. based on the follow-up results. 
 

9.2 Since COP14 have any amendments to existing legislation or policies been made to reflect commitments under the 
Convention on Wetlands? {9.2} 
9.2 COP14 以降、ラムサール条約上の責務に対応するため、現行法や政策の改定がなされたか。{9.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☑ B=No いいえ 
☐ C=In Progress 進行中 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.2 Additional information 追加情報 
 
9.3 Do your country’s water governance and management systems recognize wetlands as natural water infrastructure integral 
to water resource management at the scale of river basins? {9.3} 
9.3貴国の水に関連するガバナンスと管理システムについて、湿地を流域単位で水資源を管理する上で不可欠な

水インフラとして認識しているか。{9.3} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.3 Additional information 追加情報 
 河川整備計画において、水資源管理に河川を含む湿地に係る事項が組み込まれている。 
 Matters concerning wetlands, including rivers, are addressed under the water resources management section of river 
corridor improvement plans. 
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 水田周辺のかんがい用水は、周辺の水資源管理に必要不可欠な水のインフラであり、景観の形成や生態系保

全にも貢献している。 
 Irrigation water for rice paddies serves as an essential water infrastructure for water-resources management in neighboring 
areas, while contributing to creation of landscapes and ecosystem conservation. 

 
9.4 Have communication, capacity building, education, participation and awareness (CEPA) expertise and tools been 
incorporated into catchment/river basin planning and management (see Resolution X.19)? {9.4} 
9.4 CEPA（コミュニケーション・能力養成・教育・参加・普及啓発）に係る専門的知識やツールは集水域や河

川流域の計画及び管理に盛り込まれているか。（決議 X.19 参照）。{9.4} 
 

Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.4 Additional information 追加情報 
 
 釧路湿原をはじめとする河川、湿原、干潟等の湿地で実施されている自然再生推進法に基づき作成されたほ

とんどの自然再生事業実施計画には、環境教育の推進が盛り込まれている。  
 The promotion of environmental education is incorporated in most of the implementation plans, based on the Law for the 
Promotion of Nature Restoration for nature restoration projects for wetlands such as rivers, moors and tidal flats, including 
Kushiro-shitsugen Marsh. 
 

 谷津干潟、佐潟、尾瀬、藤前干潟、濤沸湖、蕪栗沼・周辺水田、化女沼、大沼、宮島沼、渡良瀬遊水地、芳

ヶ平湿地群、荒尾干潟、肥前鹿島干潟、東よか干潟等において独自に策定されている管理計画にCEPA の内

容が盛り込まれている。 
 The content of CEPA is incorporated in the respective management plans of the following wetlands: Yatsu-higata Tidal 
Flat, Sakata Lake, Fujimae-higata Tidal Flat, Tofutsu-ko Brackish Lake, Kabukuri-numa Pond and the surrounding rice 
paddies, Kejo-numa Lake, Onuma Lake, Watarase-yusuichi, Yoshigadaira Wetlands, Arao-higata Tidal Flat, Hizen 
Kashima-higata Tidal Flat, Higashiyoka-higata Tidal Flat, etc. 

 
9.5 Has your country established policies or guidelines for enhancing the role of wetlands in mitigating or adapting to climate 
change? {9.5} 
9.5 気候変動の緩和または適応としての機能の向上に資するための政策や指針を確立したか。{9.5} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.5 Additional information 追加情報 
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 2023年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」において、「気候変動緩和・適応にも貢献す

る自然再生を推進するとともに、吸収源対策・温室効果ガス排出削減の観点から現状以上の生態系の保全と

活用を進める」ことを国別目標の１つとして掲げており、その対象として湿地を含んでいる。 
 In the NBSAP of Japan 2023-2030 (approved by the Cabinet in March 2023), one of the national targets is to “promote 
nature restoration that will also contribute to climate change mitigation and adaptation, and promote conservation and use 
of ecosystems beyond current levels as measures for carbon sink and reduction of greenhouse gas emissions,” which 
includes wetlands as targets for nature restoration. 
 

 2015年８月に閣議決定された国土形成計画において、社会資本整備や土地利用において、気温上昇の抑制等

を含む自然環境が有する多様な機能を積極的に活用するグリーンインフラの取組を推進することが掲げられ

た。 
 The National Spatial Planning Act (approved by the Cabinet in August 2015) stimulates to promote green infrastructure, 
which actively leverages nature’s diverse functions, such as controlling increases in temperature, for establishing social 
capital and land use. 
 

 2021年10月に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、泥炭湿地を含む湿

原や土壌、沿岸域などの生態系の保全・再生を進めることにより、健全な生態系によるCO2の吸収能力を高

め、また水生植物を用いた藻場の保全・回復等のCO2の吸収源としての可能性を追求することなどを掲げた。 
 In October 2021, the Cabinet approved the country’s Long-term Strategy under the Paris Agreement. By promoting the 
conservation and restoration of ecosystems such as wetlands and soils, including peatlands, and coastal areas, the strategy 
seeks to increase the CO2 removal capacity of healthy ecosystems and explore the possibilities as a CO₂ carbon sink, such 
as conservation and restoration of seaweed beds using coastal vegetation. 
 

 2021年10月に閣議決定（2023年５月に一部変更閣議決定）された気候変動適応計画において、自然生態系分

野を含む各分野における気候変動適応の基本的な施策等が示された。 
 The Climate Change Adaptation Plan approved by the Cabinet in October 2021 (partially revised by the Cabinet in May 
2023) presents basic measures for climate change adaptation in various sectors, including the natural ecosystem sector. 

 
9.6 Has your country included wetland actions in Nationally Determined Contributions (NDCs) and other related national 
policies on climate change mitigation and adaptation? 
9.6 貴国は、気候変動の緩和と適応に関する「国が決定する貢献（NDC）」及びその他の関連する国家政策に、

湿地に関連する取組を盛り込んだか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。。 
☑ A=Yes はい 
☐ A=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.6 Additional Information 追加情報 
 
 2021 年 10 月に閣議決定（2023 年５月に一部変更閣議決定）された気候変動適応計画において、湿地を含む

淡水生態系に関する気候変動適応の基本的な施策等が示された。 
 The Climate Change Adaptation Plan approved by the Cabinet in October 2021 (partially revised by the Cabinet in May 
2023) presents basic measures for climate change adaptation related to freshwater ecosystems, including wetlands. 
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 日本の 2030 年度 NDC において掲げた GHG 削減目標*の裏付けとなる「地球温暖化対策計画」（2021 年 10 月

閣議決定）において、以下の取組が盛り込まれている： 
 The Plan for Global Warming Countermeasures (approved by the Cabinet in October 2021), which supports the GHG 
reduction target set in Japan's 2030 NDC*, includes the following initiatives: 
 
*日本の 2030 年度 NDC：2050 年ネットゼロと整合的で、野心的な目標として、我が国は、2030 年度におい

て、温室効果ガスを 2013年度から 46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けてい

く。  
*Japan's 2030 NDC: Japan aims to reduce its greenhouse gas emissions by 46 % in FY 2030 from its FY 2013 levels, 
setting an ambitious target which is aligned with the long-term goal of achieving net-zero by 2050. Furthermore, Japan 
will continue strenuous efforts in its challenge to meet the lofty goal of cutting its emission by 50 %.  
 

i. 効果的な藻場・干潟の保全・創造対策、回復等を推進する。 
Promote effective conservation, creation, restoration, etc. for seaweed beds and tidal flats. 

 
ii. 二酸化炭素吸収効率を高め、藻の増殖を加速する技術（藻の製造プロセス技術）及び藻の耐性を高める

品種改良に係る研究開発を進め、大規模実証を実施する。 
Promote research and development to increase carbon dioxide removal efficiency and accelerate the growth of algae 
(algae production process technology), and improve breeding to increase the tolerance of algae, and also conduct a 
large-scale demonstration. 

 
iii. 多くの炭素を固定している森林、草原、炭泥湿地などの湿原や土壌、沿岸域などの生態系の保全・再生

を進めることにより、健全な生態系による二酸化炭素の吸収能力を高める。 
Increase the capacity of healthy ecosystems to remove carbon dioxide by promoting the conservation and restoration 
of forests, grasslands, peatlands, and other wetlands, soils, coastal areas, and other ecosystems which fix a large 
amount of carbon. 

 
iv. 自然環境が有する多様な機能を活用したグリーンインフラ等は、防災・減災といった気候変動への適応

に加え、炭素貯蔵を通じた気候変動の緩和、生物多様性の保全と持続可能な利用への貢献など様々な効

果が期待できることから、必要に応じて保護地域やその他の生物多様性保全に資する地域を設定するこ

とと併せて、自然を活用した解決策（NbS）の取組を推進する。 
Green infrastructure that utilizes the diverse functions of the natural environment is expected to have a variety of 
benefits, including adaptation of climate change such as disaster prevention and mitigation, mitigation of climate 
change through carbon storage, and contribution to biodiversity conservation and sustainable use. Therefore, these 
efforts referred to as Nature-based Solutions (NbS) will be promoted in conjunction with the establishment of 
protected areas and other areas contribute to biodiversity conservation. 

 
 我が国は、CO2 吸収・固定による気候変動緩和への貢献や生物多様性の保全など、多面的価値を有するブル

ーカーボンに関する取組を精力的に推進しており、気候変動の観点では、ブルーカーボン生態系による CO2
吸収・固定量を適切にカウントし、我が国の温室効果ガスインベントリに反映する取組を進めている。今年

４月には、世界で初めて、海草藻場及び海藻藻場における吸収・固定量を合わせて算定し、国連に報告を行
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った。今後は、湿地・干潟についても、吸収・固定量の算定を目指して検討を進め、実現可能なものから速

やかに温室効果ガスインベントリへ反映していく。 
 Japan is vigorously promoting initiatives related to blue carbon, which has multifaceted values with its contribution for 
climate change mitigation through CO2 sequestration and fixation, while conserving biodiversity. In terms of climate 
change, the amount of CO2 sequestrated and fixed by blue carbon ecosystems is appropriately counted and reflected in 
Japan's greenhouse gas inventory. In April this year, for the first time in the world, Japan calculated the total amount of 
CO2 sequestrated and fixed in seaweed beds and seaweed beds, which was reported to the United Nations. Going forward, 
Japan will also continue our research to calculate the amount of CO2 sequestrated and fixed in wetlands and tidal flats, and 
will promptly reflect the results in the greenhouse gas inventory, starting with what is feasible. 

 
9.7 Has your country formulated policies, plans or projects to sustain and enhance the role of wetlands in supporting and 
maintaining viable farming systems? {9.6} 
 
9.7 持続可能な農業システムを支え維持する湿地の役割を持続・増強させるための計画や事業を策定したか。

{9.6} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.7 Additional information 追加情報 
 
・ 「みどりの食料システム戦略（令和３年５月策定）」では、食料・農林水産業の生産力向上と環境負荷低減を

両立させることにより、持続的な食料システムの構築を目指すこととしている。また、「農林水産省生物多

様性戦略（2023 年３月改定）」において、水鳥をはじめとする様々な生きものの生息地として重要な湿地で

ある水田等の生物多様性の保全について推進している。 
・MIDORI Strategy for Sustainable Food Systems (formulated in May 2021) aims to establish sustainable food systems by 

enhancing productivity potential in the food, agriculture, forestry, and fishery industries and reducing the environmental 
burden of them. In addition, the Biodiversity Strategy of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (revised in 
March 2023) promotes the conservation of biodiversity in rice paddies, which serve important habitats for various 
organisms including waterfowl. 

 
・自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的コストを支援する「環境保全型農業直接支払交付

金 」を実施しており、湿地（水田）の生態系に配慮した農業生産活動などの取組も支援の対象となっている。  
・Japan has implemented “direct payments for environmentally friendly agriculture”, subsidizing additional costs associated 

with the implementation of agricultural production activities that contribute to the conservation of the natural environment. 
Agricultural production methods which take into account conservation of wetland ecosystems (including rice paddies) are 
among the activities eligible for support. 

 
・ラムサール決議X.31 履行推進のために、NPO法人が中心となり、田んぼの生物・文化多様性2030プロジェク

トを策定し、地域交流会や全国集会などを継続している。 
・To facilitate the implementation of Resolution X.31, stakeholders led by a non-profit organization drafted the Rice-paddy 

Biocultural-diversity Enhancement Decade 2030 (Rice-paddy 2030 Project), while continuing to interact with local 
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farming communities and hosting meetings nationwide. 
  
・「生物多様性国家戦略2023-2030」において、持続的に営まれる、農業生産の維持や生産基盤の管理といっ

た生産関連活動と生物多様性の保全を両立させる取組の促進を目標の１つとして掲げている。  
・The NBSAP of Japan 2023-2030 has an objective to promote the balance between biodiversity conservation and 

sustainable farming production, such as maintaining agricultural production and controlling managing the production base. 
 
・市町村の中には、湿地の生物多様性保全に配慮した農業に関する記述を含む計画や条例の策定、事業、実証

実験などの実施や、取組への助成を行っているところがある。 
・Some municipal governments have issued ordinance and implemented plans, projects, and experimental studies to 

encourage farming which considers biodiversity in wetlands, with some direct subsidies. 
 
9.8 Has research to inform wetland policies and plans been undertaken in your country on: {9.7} 
9.8 湿地政策や計画の策定や改訂のため、下記の事項に係る調査・研究を行ったか。{9.7} 
Please select only one per square. 一マスにつき、一つ選択してください。 

  
a) agriculture-wetland interactions 

農業と湿地の相互作用 
☐ C=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

b) climate change 

  気候変動 
☐ C=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

c) valuation of ecosystem services 

生態系サービスの評価 
☐ C=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

 
9.8 Additional information 追加情報 
 a) に関して、農業者･市民･研究者により国内の「田んぼの生きもの調査」が継続して行われている。また

NPO 法人の調査により水田には 5668 種の生きものが見つかっていることが公表されている。更に、NGO 等
を中心に韓国での調査結果との情報共有がなされている。加えて、2014 年度の環境省による国内の湿原及び

干潟が有する経済的な価値の評価によって、水田を利用する渡り鳥や希少種が生息する蕪栗沼・周辺水田

（マガン）・佐渡（トキ）・円山川下流域・周辺水田（コウノトリ）などにおいて水田を中心とした農業と湿

地に関する知見が集積された。 
 With regard to a), farmers, citizens and researchers in Japan have regularly conducted the Survey on Living Creatures in 
Rice Paddies. According to a non-profit organization’s research results, 5,668 species have been found in rice paddies. 
These organizations exchange their survey results with NGOs in the Republic of Korea.  
Furthermore, in FY 2014, the Ministry of the Environment assessed the economic value of moors and tidal flats in Japan, 
building up a knowledge base on agriculture and wetlands, centered around rice paddies inhabited by migratory birds and 
rare species, such as in Kabukuri-numa and the surrounding rice paddies (with Greater White-fronted Goose), Sado Island 
(with Japanese Crested Ibis), and Lower Maruyama River and the surrounding rice paddies (with Oriental Stork). 

 b) に関して、2020 年の環境省による「モニタリングサイト 1000 ガンカモ類調査 2004-2017 年度 とりまとめ 
報告書」では、マガンやハクチョウ類の越冬の分布、飛来時期と渡去時期の変化の要因の１つとして、気候

変動の影響が考察されている。 
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 With regard to b):  
- Based on its Monitoring Sites 1000 Anatidae Survey report of FY2024-2017 (published in 2020), the Japanese Ministry 
of the Environment has indicated that climate change is one of the drivers for changes in the wintering distribution and 
the arrival/departure timings of Greater White-fronted Goose and swans. 

 
 b) に関して、気候変動等をはじめとした災害リスクの高まりを含めた多様な課題に対応するため、環境省の

もつ競争的研究資金である環境研究総合推進費や府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより科学技

術イノベーション実現のための国家プロジェクトである戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）を活用

して、生態系を活用した防災・減災及びグリーンインフラに関する研究が大学等の研究機関によって実施さ

れている。  
- Research institutions (such as universities) are undertaking research on green infrastructure and ecosystem-based 
disaster-risk reduction (Eco-DRR) methods, to address growing concerns about disaster risks induced by climate change. 
Such research is funded by the Environment Research and Technology Development Fund, a competitive research fund 
sponsored by the Ministry of the Environment and promoted by the Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion 
Program (SIP), a national project for science, technology and innovation, through management that transcends the 
framework of government ministries and traditional disciplines. 

 
・b) に関して、2017年から2019年にかけて実施した「地域適応コンソーシアム事業」において、湿地のEco-

DRR機能の評価、及び湿地の生態系等への気候変動影響等の調査を行った。  
- Through the Regional Adaptation Consortium Project conducted from 2017 to 2019, the Japanese government 
conducted an evaluation of the Eco-DRR function of wetlands and a study of the impact of climate change on wetlands 
and other ecosystems. 

 
・b) に関して、国土交通省が管理する一級河川において、生物の生息状況等の調査を行っており、生物の生息

状況と気候変動の影響についても分析を行っている。 
- Surveys on habitats of living organisms have been conducted on the first-class rivers managed by the Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism, and the impacts of climate change on such habitats have also been analyzed.  

 
・c) に関して、2014年度に、環境省において国内の湿原及び干潟が有する一部の価値の経済的な評価を行い、

試算結果を公表した。また、2021年に環境省において、湿地の生態系サービスの評価を含む「生物多様性及

び生態系サービスの総合評価2021 (Japan Biodiversity Outlook 3)」をとりまとめた。さらに環境省のもつ競争

的研究資金である環境研究総合推進費を活用して、湿地保全・再生に向けた生物多様性や生態系サービス等

の多面的価値を評価するための評価軸の開発等を進めている。  
・With regard to c), the Ministry of the Environment, in 2014, evaluated the economic value of moors and tidal flats in 

Japan and published estimates. In 2021, the information provided by research and monitoring activities were collected, 
compiled and assessed as the “2021 Report of Comprehensive Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services in Japan 
(Japan Biodiversity Outlook 3)” including assessments of ecosystem services from wetlands. Furthermore, the Ministry 
of the Environment leverages its Environment Research and Technology Development Fund (a competitive source of 
funds for research) to develop an evaluation system to assess the multi-dimensional value of biodiversity and ecosystem 
services, with a view to conserving and restoring wetlands. 

 
・a) b) c) に関して、ラムサール条約湿地に関係する都道県・市町村・NGO による調査研究も行われている。 
・With regard to a), b) and c), research is also conducted by prefectural governments, municipalities and non-governmental 

organizations which are related to the Ramsar Sites. 
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9.9 Has your country made efforts to conserve and wisely use urban and peri-urban wetlands in line with Resolutions XI.11 
and XIV.10? {9.8} 
9.9 貴国は、決議 XI.11 及び XIV.10 に基づき、都市部及び都市周辺部の湿地を保全し、賢く利用するための努

力をしたか。{9.8} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.9 Additional information 追加情報 
 
2002 年７月に閣議決定された「都市再生基本方針」において、緑地や水辺の保全、再生、創出等による生物多

様性の保全、良好な大気・土壌環境の保全、都市内の水資源の循環利用の促進、下水処理技術の向上等による

良好な水環境の保全等により、都市から発生する環境負荷の低減及び自然との共生の推進を規定している。 
Japan’s Basic Policies for Urban Renaissance (approved by the Cabinet in July 2002) calls for the promotion of coexistence 
of cities with nature, and reduction of urban pressure on the environment. This will be achieved through securing a favorable 
environment for water, such as conserving biological diversity via protecting, restoring and establishing green spaces and 
waterfronts, improving air and soil conditions, promoting urban water recycling, as well as by improving the technology for 
sewage treatment. 
 
9.10 Has your country made efforts to conserve small wetlands in line with Resolution XIII.21 and XIII.15? 
{9.9} 
9.10 貴国では、決議 XIII.21 に基づき、小規模の湿地の保全に関する取組を実施したか。{9.9} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
9.10 Additional information 追加情報 
 
 ラムサール条約湿地の東海丘陵湧水湿地群、大山上池・下池、屋久島永田浜などにおいて、草刈り、調査、

湿地学習モデル校等による保全活動、湿地資源のワイズユース、湿地特有の植物の観察会の開催など普及啓

発の取組が実施されている。 
 The government have conducted various activities to promote public awareness such as surveys, weed cutting, 
conservation activities by wetlands education centers, and wise use of wetland resources, as well as observation of plants 
unique to wetlands at Ramsar Sites such as Tokai Hilly Land Spring-fed Mires, Oyama Kami-ike and Shimo-ike, and 
Yakushima Nagata-hama Beach. 
 

 ラムサール条約湿地以外のいくつかの小さな湿地でも、自治体に加え、地域住民や市民団体、学校などが中

心となって調査及び保全活動を行っている。 
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 Municipalities, local communities, civil organizations and schools have also conducted research and conservation activities 
in small wetlands that have not been designated as Ramsar Sites. 

 
Target 10 
The traditional knowledge innovations and practices of indigenous peoples and local communities relevant for the wise use 
of wetlands and their customary use of wetland resources, are documented, respected, subject to national legislation and 
relevant international obligations and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with a full and 
effective participation of indigenous and local communities at all relevant levels.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Target 22] 
個別目標 10 
湿地の賢明な利用及び湿地資源の慣習的利用に関連する先住民族及び地域社会の伝統的な知識、工夫及び慣行

が、国内法及び関連する国際的義務に従って記録され、尊重され、先住民族及び地域社会の完全かつ効果的な

参加の下に、あらゆる関連するレベルにおいて、条約の実施において完全に組み入れられ、反映される。 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 22 を参照。] 
 
10.1 Do you have national legislation or equivalent on indigenous and local communities at all relevant levels in wetland 
management, and/or Site management? 
湿地の管理及び/またはラムサール条約湿地の管理において、先住民族及び地域社会に関する国内法またはそれ

に相当する法律があるか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☑ B=No いいえ 
☐ C=In preparation 準備中 
☐ C1= Partially 一部 

☐ D= Planned 計画がある 
☐ X= Unknown 不明 
☐ Y=Not relevant 関係なし 

 
10.1 Additional Information 追加情報 
 
10.2 If the answer to question 10.1 is “yes”, have the guiding principles for considering the cultural values of wetlands 
including traditional knowledge for the effective management of Sites (Resolution VIII.19) been used? 
10.2 質問 10.1 の答えが「はい」の場合、ラムサール条約湿地の効果的な管理のために伝統的知識を含む湿地の

文化的価値を考慮するための指導原則（決議 VIII.19）は活用されたか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In preparation 準備中 
☐ C1= Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
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☐ Y=Not relevant 関係なし 

 
10.2 Additional Information 追加情報 
 
10.3 Have case studies on the participation of indigenous people in projects or successful experiences on cultural aspects of 
wetlands been compiled? (Resolutions VIII.19 and IX.21) {10.1} 
10.3 事業への先住民族による参画に関する事例研究、または湿地の文化的側面に関する成功例は取りまとめら

れてきたか。(決議 VIII.19 及び IX.21） {10.1}. 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In Preparation 準備中 
☐ D=Planned 計画がある 

 
10.3 Additional information 追加情報 
 
 日本国際湿地保全連合において、湿地の文化のナショナルインベントリー作成が進められ、150を超える事例

が集められた。日本を含む東アジアの55の事例について小冊子「湿地の文化と技術 東アジア編～受け継が

れた地域の技と知識と智慧～」が作成されている。 
 Wetlands International Japan compiled a national inventory of wetland cultures, with over 150 case studies. In addition a 
booklet entitled “Wetlands Culture in East Asia – A lasting legacy of skills, knowledge and wisdom” has been published, 
covering 55 cases from East Asia, including Japan. 
 

 自然環境の保全と両立する利活用を推進し、魅力的な地域づくりを継続的に実践するための拠点として「渡

良瀬遊水地エコネット拠点100選」を渡良瀬遊水地周辺の６市４町が連携して選定した。 
 Six cities and four towns around the Watarase-yusuichi collaborated to select 100 ecological network points in the basin 
to promote wise use of wetlands, which are compatible with the creation of an attractive local community and the 
conservation of the natural environment. 
 

 ラムサール条約湿地においては、関係する都道県・市町村・民間組織によって、湿地と地域の伝統文化や暮

らし、湿地に関する技術など、以下の情報を収集して取りまとめ、パンフレットや施設、ウェブサイト、デ

ジタル博物館、教材、DVD等による解説紹介を行っている。 
 Prefectural/municipal governments and private sector entities linked to Ramsar Sites have been compiling the following 
information on wetlands associated with local and traditional culture and livelihood as well as techniques related to 
wetlands, while disseminating the information via various mediums (brochure, information centres, websites, digital 
museums, educational materials, DVDs, etc.). 

 
- 湿地にまつわる食  
- 湿地に関する歴史や湿地のなりたち（地域学）、治水における知見  
- 伝統漁法・猟法や漁具など：ホッカイシマエビやウナギ、シジミ等の伝統漁法、氷下待網漁、ノリ養殖、

坂網猟、打瀬舟、作業唄 
- 湿地周辺の集落の文化的景観調査 
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- 地域内の神社等が果たす湿地保全に関する役割、湿地に関連した祭事 
- 湿地内や湿地に隣接する遺跡 
- 湿地にまつわる伝説 
- 過去行われていた利活用技術、湿地に関する過去の写真  
 
- Food related to wetlands  
- Origins and local history of the wetland (regional studies) and knowledge regarding flood control methods  
- Traditional fishing/hunting methods and fishing gear: traditional fishing methods for Hokkai shrimp, eel and fresh water 

clams, ice fishing (the traditional fishing method of catching fish by cutting a hole in the ice and casting a net inside), 
laver culturing, Saka-ami duck-hunting (traditional method to avoid overhunting and disturbing the habitat of ducks), 
traditional boat fishing and related songs 

- Surveys on the cultural landscape of communities around the wetlands 
- Roles of shrines and other local institutions in relation to conservation of wetlands and related festivals 
- Archaeological sites adjacent to/within the wetland area 
- Wetland legends 
- Traditional wetland use technologies and old photographs 

 
10.4 Have the guidelines for establishing and strengthening local communities’ and indigenous people’s participation in the 
management of wetlands been applied? (Resolution VII. 8) {10.2} 
10.4湿地の管理に、地域社会及び先住民の人々の参画を確立させ、高めるための指針は適用されてきたか。（決

議 VII. 8）{10.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In preparation 準備中 
☐ D=Planned 計画がある 

 
10.4 Additional information 追加情報 
If “yes” please list national legislation/policies and actions that consider the needs and participation of indigenous and local communities in 
wetland management at all relevant levels. 
「はい」と回答した場合、すべての関連レベルにおいて、湿地管理における先住民族及び地域社会のニーズと参画を考慮した国

の法律／政策及び行動を一覧にすること。 
 
a) ラムサール条約推進国内連絡会議の構成員には条約湿地関係地方自治体代表者が含まれている。  
a) The Liaison Conference for the Promotion of the Ramsar Convention includes the representatives from municipalities of 

Ramsar Sites. 
 
b) 我が国の湿地は人里近くに位置することが多いため、地域の人々が湿地の管理に参加する例が多く見られる。

また、湿地の保全活動やワイズユース、管理などの方針の策定過程において、地域の人々や利害関係者の

参加の機会を設けている協議会や市町村が数多くある。 
b) As wetlands in Japan often lie close to human dwellings, many villagers participate in wetland management. There are 

many councils and municipal governments which enable local civilians and stakeholders to participate in the 
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policymaking process for conservation, wise use and management of wetlands in Japan. 
 
c) ラムサール条約湿地を含むいくつかの湿地では、市民ボランティアを受け入れたり、市民向け参加型イベン

トやガイド養成講座を開催したりするなど、必要な知識や経験を備えた湿地センターやNGOの関与や支援

がある。  
c) Several wetlands (including Ramsar Sites) in Japan are supported by local constituents such as wetland centers and NGOs 

with the necessary knowledge and experience. Activities include involving civic volunteers and organizing public events 
and training courses for wetland guides. 

 
10.5 Have traditional knowledge and management practices relevant to the wise use of wetlands been documented and their 
application encouraged {10.3} 
10.5 湿地の賢明な利用に関係のある伝統的な知識及び管理慣行は記録され、それらの有用性は奨励されてきた

か。{10.3} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In Preparation 準備中 
☐ D=Planned 計画がある 

 
10.5 Additional information 追加情報 
 
 パンフレットや冊子等の印刷物、イベント等によって、湿地の賢明な利用に関係する伝統的な漁業や農業、

狩猟、管理技術等が記録され、広く紹介されている。 
 Traditional fishing and agriculture, hunting, and management skills relevant to the wise use of wetlands have been 
documented and widely publicized via events and publications, such as brochures and booklets. 
 

 例えば、ラムサール条約湿地に関係する都道県・市町村・民間組織によって、湿地と地域の伝統文化や暮ら

し、技術に関する情報の収集と取りまとめ、パンフレットや施設、ウェブサイト、教材、DVD等による解説

紹介が行われている。 
 For example, prefectural/municipal governments and private sector entities, linked to Ramsar Sites, have compiled 
information on wetlands, the local traditional culture, livelihood and techniques, while disseminating the information via 
various mediums (brochures, information centers, websites, educational materials, DVDs). 

 
Target 11 
Wetland functions, services and benefits are widely demonstrated, documented and disseminated. {1.4.} [Reference to 
Global Biodiversity Framework Targets 11, 12 and 13] 
個別目標 11 
湿地の機能、サービス及び恩恵が広く証明され、記録され、普及される。{1.4.} 
 [昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 11、12、13 を参照。] 
 
11.1 Has an assessment been made of the ecosystem benefits/services provided by Ramsar Sites and other wetlands? {11.1} 
11.1 ラムサール条約湿地及びその他の湿地が提供する生態系の恩恵／サービスの評価が行われたか。{11.1} 
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Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=In Preparation 準備中 
☑ C1=Partially  一部 

☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 

 
11.1 Additional information 追加情報 
If “yes” or “partially”, please indicate how many Ramsar Sites and their names 
「はい」または「一部」と回答した場合、ラムサール条約湿地の数と名称を記入すること。 

 
 わが国では、2013年に、国内の湿地のうち湿原及び干潟が有する経済的な価値を評価し、その結果をホーム

ページ等で公開している。近年では、湿地を含む生態系サービスへの理解をさらに促進するため、次のよう

な取組を行っている。 
 Japan evaluated the economic value of moors and tidal flats in 2013 and published its results on a website. In recent years, 
the following efforts have been made to further promote an understanding of ecosystem services, including those from 
wetlands. 
 

 「地域適応コンソーシアム事業」の中で、気候変動による湿地の生態系等への影響を調査し適応策を検討し

た。その成果は、成果集や報告書としてとりまとめ、（気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）を通

じて）公表した。 
 The impact of climate change on wetland ecosystems and adaptation measures were assessed through the Regional 
Adaptation Consortium Project. The results were compiled and published on the Climate Change Adaptation Information 
Platform (A-PLAT) as an outcome report. 
 

 環境省が必要とする研究開発テーマを提示して公募を行い、採択された課題を実施する、環境政策貢献型の

競争的資金である環境研究総合推進費において、生態系サービスの持続的な利用やシステム解明に関する研

究・技術開発等を公募の対象に含めている。 
 The Ministry of the Environment periodically invites submissions of research proposals with regard to themes that the 
Ministry of the Environment deems necessary in solving an environmental problem. These include research and 
development of technologies related to the sustainable use of ecosystem services and identifying appropriate social systems 
required to maintain those services. The adopted themes are implemented using the Environment Research and Technology 
Development Fund, a competitive source of funding that contributes to the development of environmental policies. 
 

 企業による生物多様性保全活動がどのような生態系サービスに関連し、社会にどのような影響を与えている

かを把握するツールとして「企業の生物多様性保全活動に関わる生態系サービスの価値評価・算定のための

作業説明書（試行版）」を作成した（2019年）。 
 Instructions (a trial version) for evaluating and calculating the value of ecosystem services carried out by enterprises 
through their biodiversity conservation activities were developed in 2019, as a tool to facilitate understanding about how 
these activities link to ecosystem services and impact society. 
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 2021年に環境省において、湿地の生態系サービスの評価を含む「生物多様性及び生態系サービスの総合評  

価2021 (Japan Biodiversity Outlook 3)」をとりまとめた。 
 In 2021, the information provided by research and monitoring activities were collected, compiled and assessed as the “2021 
Report of Comprehensive Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services in Japan (Japan Biodiversity Outlook 3)” 
including assessments of ecosystem services from wetlands by Ministry of the Environment.   

 
11.2 Since COP14, have wetland programmes or projects that contribute to food and water security and hence poverty 
alleviation been implemented? {11.2} 
11.2 COP14 以降、食料と水の安全保障、ひいては貧困緩和に貢献する湿地に係るプログラムまたは事業が実施

されたか。{11.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☑ Y=Not Relevant 関係なし 

 
11.2 Additional information 追加情報 
 
11.3 Since COP14 have wetland programmes or projects that contribute to other benefits for human wellbeing been 
implemented? 
11.3 COP14 以降、人類の福祉のために他の恩恵に貢献する湿地のプログラムや事業が実施されてきたか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☑ B=No いいえ 

☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
11.3 Additional Information 追加情報 
 
11.4 Have socio-economic values of wetlands been included in the management planning for Ramsar Sites and other 
wetlands? {11.3} 
11.4 湿地の社会経済学的価値は、ラムサール条約湿地及びその他の湿地の管理計画の中に盛り込まれているか。
{11.3} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
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11.4 Additional information 追加情報 
If “yes” or “partially”, please indicate, if known, how many Ramsar Sites and their names. 
「はい」または「一部」と回答した場合、わかるようであれば、該当するラムサール条約湿地の数及び名称を記載すること。 

 
 ラムサール条約湿地の管理に関する都道県や市町村が独自に策定している管理計画の中に、湿地の社会経済

学的価値に関する内容が含まれているものもある。 
 Some prefectural and municipal governments included socio-economic values of wetlands in their management plans for 
the respective Ramsar Sites. 
 

 釧路湿原や三方五湖、中海等の自然再生全体構想に記述されている。 
 The grand design document for nature restoration for Kushiro-shitsugen, Mikata-goko and Nakaumi has incorporated the 
socio-economic values of wetlands in their respective conceptual frameworks. 

 
11.5 Have cultural values of wetlands been included in the management planning for Ramsar Sites and other wetlands in 
general? {11.4} 
11.5 湿地の文化的価値は、ラムサール条約湿地及びその他の湿地の管理計画の中に盛り込まれているか。

{11.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
11.5 Additional information 追加情報 
 
 釧路湿原や三方五湖、中海等の自然再生全体構想に記述されている。 
 The grand design document for nature restoration for Kushiro-shitsugen, Mikata-goko and Nakaumi has incorporated the 
cultural values of wetlands in their respective conceptual frameworks. 
 

 湿地のうち史跡・名勝・天然記念物に指定されているものや、重要文化的景観のうち棚田・水辺・河川流域

等が選定範囲に含まれているものについては、保存活用計画等の中で記述されている。 
 The cultural value of wetlands designated as historical sites, places of scenic beauty, natural monuments as well as 
important cultural landscapes which includes terraced rice paddies, waterfront areas and river basins, are described in their 
respective conservation and utilization plans. 
 

 ラムサール条約湿地の管理に関する都道県や市町村が独自に策定している管理計画の中に、湿地の文化的価

値に関する内容が含まれているものもある。 
 Some prefectural and municipal governments included cultural values of wetlands in their management plans for the 
respective Ramsar Sites. 
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Target 12 
Restoration is in progress in degraded wetlands, with priority to wetlands that are relevant for biodiversity conservation, 
disaster risk reduction, livelihoods and/or climate change mitigation and adaptation. [Reference Global Biodiversity 
Framework Targets 2, 8 and 11] 
個別目標 12 
特に生物多様性保全、防災、人間の暮らし及び/または気候変動の緩和と適応に関連する湿地について、湿地が

劣化している場合は、その再生が進行する。[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 2、8、11 を参照] 
 
12.1 Have national wetland restoration targets been established? 
12.1 国の湿地再生目標は設定されているか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 

☑ C=Partially 一部 

☐ D=Planned 計画がある 

☐ X=Unknown 不明 

☐ Y=Not relevant 関係なし 
 

12.1 Additional Information 追加情報 
 
「生物多様性国家戦略 2023-2030」では、国による自然再生事業や生態系維持回復事業等の着実な実施を通じ

て、野生鳥獣や外来種による被害を受けた自然植生や、開発や管理放棄等による生息地の消滅など影響を受け

た生態系など、自然環境や生態系が劣化している場所において、その再生や回復に向けた取組を地域と連携し

て推進することとしている。 
The NBSAP of Japan 2023-2030 (formulated in May 2023) states that by steadily implementing nature restoration projects 
and Ecosystem Maintenance and Recovery Work, the government will work with local communities to promote efforts for 
the restoration and recovery of degraded natural environments and ecosystems, including natural vegetation damaged by 
wildlife and alien species, and ecosystems affected by habitat loss due to development and abandoned management. 
 
12.2 Have priority sites for wetland restoration been identified? {12.1} 
12.2 優先的に再生を進めるべき湿地は、特定されたか。{12.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes  はい 

☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 

 
12.2 Additional information 追加情報 
If “yes”, please provide a list of sites, specifying wetland types. 
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「はい」の場合、湿地の種類を明記し、場所のリストを提供してください。 

 
自然再生が必要と考えられる場所において、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の

地域の多様な主体が参加する協議会が立ち上げられ、さらにその中では自然再生を優先すべき湿地を特定し、

取組を進めている。  
For locations where nature restoration is considered necessary, councils have been established with the participation of 
diverse local entities, including relevant administrative agencies, municipal governments, local communities, non-profit 
organizations and experts. Furthermore, among those locations, priority sites have been identified and nature restoration 
efforts are underway. 
 
12.3 Since COP14 have wetland restoration/rehabilitation programmes, plans or projects been implemented?  
12.3 COP14 以降、湿地の再生/回復プログラム、計画または事業は実施されたか。{12.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 
 

12.3 If applicable provide information on the extent of restored wetland area and types since last COP, in square kilometres. 
12.3 該当する場合、前回の COP 以降に再生した湿地の面積と種類に関する情報を平方キロメートル単位で提供

すること。 
 

 Restoration planned m2 or km2 

再生が計画されている湿地の面

積 m2/km2 

Under 
restoration 

再生途中の面積 

Total 
Restored 

再生された面積 

Marine/Coastal 海洋/沿岸 0 0 0 

Inland 内陸  0 201.35 0 

Human-made 人工 0 0 0 

 
12.3 Additional information 追加情報 
Explain/clarify the data/statistics presented in the table above. 
上の表に示されたデータ／統計を記入し、説明／明らかにする。 

 
 国内では、河川整備計画に基づいて河川環境の保全・創出の取組を推進している。 
 In Japan, the government is promoting efforts to conserve and create river environments based on its river corridor 
improvement plans. 
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 土砂の掘削や、水草等植生の再生、緩衝帯の設置、鳥類繁殖環境の整備、外来種の駆除、清掃活動等の湿地

の再生事業を行っている地域が多くある。 
 Many regions in Japan are implementing wetland restoration projects, such as dirt excavation, waterweed restoration, 
setting up of buffer zones, creating breeding environments for birds, alien species extermination, and cleanup activities.  
 

 漫湖や石西礁湖では、これまでに実施した湿地の回復事業の効果を検証するために、干潟環境の回復状況調

査やモニタリング等を実施している。 
 The government has been monitoring and conducting research on the status of tidal flat recovery in wetlands like Manko 
and Sekisei Lagoon, in order to review the effectiveness of wetland rehabilitation projects implemented thus far. 

 
 ラムサール条約湿地ではないが、周辺の土地を買収し、湿地エリアを拡大した湿地もある。 
 Some wetlands, which are not Ramsar Sites, have expanded their areas through acquisitions of surrounding lands. 

 
12.4 Have the Guidelines for Global Action on Peatlands (Resolution VIII.1) and Resolution XII.11 on Peatlands, climate 
change and wise use: Implications for the Ramsar Convention been implemented? {12.3} 
12.4決議 VIII.1「泥炭地に関する地球的行動のためのガイドライン」及び決議 XII.11「泥炭地、気候変動及びワ

イズユース：ラムサール条約における解釈は履行されたか。{12.3} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 

☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☑ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not relevant 関係なし 

 
12.4 Additional Information 追加情報 
If “yes” or “partially”, please indicate the progress in implementation. 
「はい」または「一部」の場合、実施の進捗について記載すること。 
 

いくつかのラムサール条約湿地においては、特にガイドラインを利用したものではないが、泥炭地に関する普

及啓発活動や賢明な利用等が行われている。  
At some Ramsar Sites, public awareness and wise use activities for peatlands are conducted, although not specifically using 
guidelines. 
 
Target 13 
Enhanced sustainability of key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, 
industry, forestry, aquaculture and fisheries when they affect wetlands, contributing to biodiversity conservation and human 
livelihoods. [Reference to Global Biodiversity Framework Targets 10 and 14] 
個別目標 13 
水、エネルギー、鉱業、農業、観光、都市整備、インフラ、工業、林業、水産養殖、漁業等の主要セクターが

湿地に影響を及ぼす場合に、それらの持続可能性が強化され、生物多様性保全と人間の暮らしに寄与する。

[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 10 と 14 を参照。] 
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13.1 Have actions been taken to enhance sustainability of wetlands when they are affected by key sectors including. 
13.1 湿地が以下の主要セクターの影響を受けている場合、湿地の持続可能性を高めるための措置が取られたか。 
Please select only one per square.  一マスにつき、一つ選択してください。 

  

a) Energy 

 エネルギー 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

b) Mining 

採掘 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

c) Agriculture 

 農業 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

d) Tourism 

 観光 
☐ D=Planned 計画がある 

☐ B=No いいえ 

☑ A=Yes はい 

e) Urban development 

 都市整備 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

f) Infrastructure 

 インフラ 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

g) Industry 

工業 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑A=Yes はい 

h) Forestry 

 林業 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

i) Aquaculture 

水産養殖 

☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

j) Fisheries 

漁業 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

 
13.1 Additional Information 追加情報 
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a) 一定規模を超える発電所の新規増設にあたっては、生物の多様性の確保及び自然環境の体系的な保全といっ

た環境保全について、近接する湿地への影響も含めて適正な配慮がなされることを確保するため、事業者

により事前に環境影響評価が行われている。 
a) Before building any new and additional power plants that exceed a certain scale, business operators conduct an 

environmental impact assessment (including impacts on adjacent wetlands) to ensure that proper consideration is given 
to environmental conservation, such as biodiversity conservation and systematic preservation of the natural environment 

 
b) 事業者は各種法令で定められた公園等の保護及び公害防止に必要な措置を講じることになっており、環境へ

の配慮が行われている。 
b) Operators are required by laws and regulations to take necessary measures for protecting parks and other areas and for 

preventing pollution, while giving due consideration to the environment. 
 
c) 「みどりの食料システム戦略（令和３年５月策定）」では、食料・農林水産業の生産力向上と環境負荷低減

を両立させることにより、持続的な食料システムの構築を目指すこととしている。また「農林水産省生物

多様性戦略（2023 年３月改定）」において、水鳥をはじめとする様々な生きものの生息地として重要な湿地

である水田等の生物多様性の保全について推進している。 
c) MIDORI Strategy for Sustainable Food Systems (formulated in May 2021) aims to establish sustainable food systems by 

enhancing productivity potential in the food, agriculture, forestry, and fishery industries and reducing the environmental 
burden of them. In addition, the Biodiversity Strategy of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (revised in 
March 2023) promotes the conservation of biodiversity in rice paddies, which serve important habitats for various 
organisms including waterfowl. 

 
d) 森林、河川、湖沼、山地、海岸、サンゴ礁等の自然環境について、国内外から観光旅行者を呼び込む重要な

観光資源でもあることから、その保全と適正な利用を図ることとしている。 
d) Japan’s Tourism Nation Promotion Basic Plan, approved by the Cabinet in March 2023, calls for the conservation and 

proper use of natural environments such as forests, rivers, lakes/reservoirs, mountains, coasts, and coral reefs, which are 
important tourism resources that attract tourists from both nationwide and overseas. 

 
e) 湿地の管理に関係する地方公共団体では、都市整備の事業を実施する際に、湿地への影響が懸念される場合

は、それを軽減するような措置をとっているところもある。 
e) Some local governments involved in wetland management have taken measures to mitigate the potential impacts of urban 

development projects on wetlands if there are concerns that such projects may have an impact on wetlands. 
 
f) 湿地の管理に関係する地方公共団体では、インフラの事業を実施する際に、湿地への影響が懸念される場合

は、それを軽減するような措置をとっているところもある 
f) Some local governments involved in wetland management have taken measures to mitigate the potential impacts of 

infrastructure projects on wetlands if there are concerns that such projects may have an impact on wetlands. 
 
g) 環境基本法に基づき、事業者はその事業活動の実施に当たって、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物

等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有して

いる。 
g) Based on the Basic Act on the Environment, business operators are responsible for taking necessary measures to prevent 

pollution and properly conserve the natural environment, including the treatment of smoke, sewage, waste, etc. generated 
by their business activities. 
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h) 森林・林業基本計画において、希少な生物が生育・生息する森林等の保全管理を推進することは、生物多様

性を保全していく上で重要であると規定している。また、全国森林計画において、陸域・水域にまたがり

特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性

保全機能の維持増進を図る森林として保全することを規定している。国有林野の管理経営に関する基本計

画において、原生的な天然林や希少な野生生物が生育・生息する森林については、厳格な保護・管理を行

う保護林に設定すること等を規定しており、保護林にはこれらと一体的に保護・管理すべき湿地等が含ま

れている。また、保安林制度により、森林陰影の投影、養分の供給、水質汚濁の防止等の作用により魚類

の生息と繁殖を助ける「魚つき保安林」を指定している。  
h) The Forest and Forestry Basic Act stipulates that it is important for biodiversity conservation to promote the conservation 

and management of forests and other areas inhabited by rare wildlife. In addition, in order to improve and maintain 
overall biological diversity, the National Forest Plan stipulates that forests which are required to fulfill their territorial 
functions, such as valley forests, where unique organisms inhabit across land and water, are to be conserved as forests to 
maintain and promote biodiversity conservation functions. The Basic Plan for the Management and Operation of 
National Forests stipulates that primeval natural forests and forests inhabited by rare wildlife are to be designated as 
protected forests, thereby coming under strict management and protection. Protected forests include wetlands and other 
associated areas which require consolidated protection and management. Furthermore, the Government of Japan has 
established a forest reserve system called the “Protection forests for Fish Breeding”, which supports fish inhabitation and 
breeding via functions such as improving shading by forests, supplying nutrients, and preventing water pollution. 

 
i) 水産基本計画において、藻場・干潟などの保全・創造の推進、河川等における水産動植物の生息・生育・繁

殖環境の保全及び創出の推進について規定している。 
i) Japan’s Basic Plan for Fisheries stipulates to promote conservation and creation of seaweed beds and tidal flats, as well 

as conservation and establishment of habitats and breeding environments for aquatic organisms in rivers. 
 
j) 水産基本計画において、藻場・干潟などの保全・創造の推進、河川等における水産動植物の生息・生育・繁

殖環境の保全及び創出の推進について規定している。 
j) Japan’s Basic Plan for Fisheries stipulates to promote conservation and creation of seaweed beds and tidal flats, as well 

as conservation and establishment of habitats and breeding environments for aquatic organisms in rivers. 
 

13.2 Are Strategic Environmental Assessment practices applied when reviewing policies, programmes and plans that may 
impact wetlands? {13.1} 
13.2 湿地に影響を及ぼし得る政策、プログラム及び計画を見直す際に、戦略的環境影響評価手法は適用されて

いるか。{13.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
13.2 Additional information 追加情報 
 
2013年４月から、環境影響評価法の改正に伴い、環境影響評価法の対象となる事業については、事業の位置・

規模等の計画段階から環境配慮を検討することが求められている。  
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また、「戦略的アセスメント」の趣旨の一つである、事業計画の早期段階での地域とのコミュニケーションの

促進のため、2022 年４月から、地球温暖化対策推進法における地域脱炭素化促進事業制度において、自治体が

再エネ促進区域を設定するに当たり、地域住民等と合意形成を図りながら進めることとされている。 
With the amendment of the Environmental Impact Assessment Law in April 2013, any projects in Japan, that are subject to 
environmental impact assessments, must take into account environmental considerations at the planning phase when issues 
such as projects’ location and scale are determined. 
In addition, since April 2022, in order to promote communication with local communities at an early stage of project 
planning, which is one of the purposes of the “strategic environmental assessment (SEA)”, local governments are required 
to proceed with consensus building with local communities when setting up renewable energy promotion areas in 
accordance with the scheme for regional decarbonization promotion projects based on the Act on Promotion of Global 
Warming Countermeasures. 
 
13.3 Is there a legal requirement in your country to conduct environmental impact assessments for development projects 
(such as new buildings, new roads, extractive industry) from key sectors (e.g., water, energy, mining and agriculture) that 
may impact wetlands? {13.2} 
13.3 貴国では、湿地に影響を及ぼし得る主要セクター（水、エネルギー、採掘、農業など）による開発事業

（建造物や道路の新設、資源採掘産業等）について、環境影響評価を実施する法的要件があるか。{13.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Some Cases 数事例 

 
13.3 Additional information 追加情報 
 
一定規模を超える発電所や公共施設等の新増設に当たっては、近接する湿地への影響を含めて、事業者により

事前に環境影響評価が行われている。  
Before building new and additional power plants, public infrastructure, etc., that exceed a certain scale, business operators 
are to conduct an environmental impact assessment, which includes examining their impacts on adjacent wetlands. 
 
Section 3 - Goal 4. Enhancing implementation 
セクション 3 - 目標 4. 実施強化 
 
In responding to each of these questions, Contracting Parties are encouraged to provide links, references/ upload documents 
where applicable and relevant.  
[Reference to Sustainable Development Goals 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17] 
これらの質問に回答する際、締約国は、該当し関連する場合、リンク、参考資料、文書をアップロード（提供）

することが推奨される。 
[持続可能な開発目標 1、2、6、9、10、11、13、14、15、17 への言及] 
 
Target 15 
Ramsar Regional Initiatives with the active involvement and support of the Parties in each region are reinforced and 
developed into effective tools to assist in the full implementation of the Convention. 
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個別目標 15 
各地域において、締約国の積極的関与と支援を受けたラムサール地域イニシアティブが、ラムサール条約の十

分な実施の助けとなる効果的なツールとして強化・発展される。 
 
15.1 Has your country been part of the development and implementation of a Ramsar Regional Initiative?? {15.1} 
15.1 貴国は、ラムサール地域イニシアティブの策定と実施に参加したか。{15.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 

 
15.1 Additional information 追加情報 
If “yes”, please list the Ramsar Regional Initiatives in which your country is actively involved. 
「はい」と回答した場合、貴国が積極的に関与しているラムサール地域イニシアティブを挙げること。 

 
 東アジア･オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ（EAAFP）及びラムサール条約東アジア地

域センター（RRC-EA）に参加し、その実施を推進している。2015年よりEAAFPの財政小委員会に参加し、

2017年度より拠出金を支払っている。また、2019年より、RRC-EAの運営委員となっている。  
 Japan participates in the East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) and Ramsar Regional Center-East Asia 
(RRC-EA), and promotes the implementation of these initiatives. Japan has joined the Finance Sub-Committee of EAAFP 
in 2015 and has been making financial contributions to EAAFP since FY2017. Additionally, Japan is a member of the 
RRC-EA Steering Committee since 2019. 
 

 2016年には中央アジア５カ国のRRIの立ち上げに関するワークショップへの任意拠出による支援を実施し、

2017年にも中央アジアRRIへの資金援助を行っている。 
 In 2016, Japan provided support through voluntary contributions to a workshop on launching Ramsar Regional Initiatives 
(RRIs) in five Central Asian countries. In 2017, Japan provided financial support to the RRIs in those countries again. 
 

 地域イニシアティブに準ずるものと考えられるアジア湿地シンポジウム（決議Ⅸ.19）の実施を推進している。 
 Japan has also hosted the Asian Wetland Symposium (Resolution IX19), which is considered as a quasi-Regional Initiative. 

  
15.2 Has your country supported or participated in the development of other regional (i.e., covering more than one country) 
wetland training and research centres? {15.2} 
15.2 他の地域的な（１カ国より多くの国をカバーするもの）湿地研修・研究センターの発展に関して支援また

は参画したか。{15.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 

 
15.2 Additional information 追加情報 
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If “yes”, please indicate the name(s) of the centre(s). 
「はい」と回答した場合、センターの名称を記入すること。 

 
釧路国際ウェットランドセンターは、JICAの研修事業を受託し、途上国の行政官向けに以下２つの本邦研修を

実施した。 
Kushiro International Wetland Center was commissioned by JICA to conduct the following two training programs in Japan 
for government officials in developing countries: 
 
 「湿地生態系における自然を活用した社会課題の解決（ネイチャーポジティブな社会の実現に向けて）」 
釧路湿原を中心として湿地生態系のもたらす便益に着目し、自然災害の防災・減災、水の安全保障、生態系

保全、気候変動対策等の NbS 事例を学び、途上国の行政官が自国で社会課題の解決策を計画する能力向上を

図る研修を実施した。（2024 年度参加予定国：コスタリカ、グアテマラ、ニカラグア、パナマ、メキシコ） 
 “Resolving social issues using nature in wetland ecosystems (toward the realization of a nature-positive society)” 
Focusing on the benefits of wetland ecosystems surrounding Kushiro-shitsugen, the training program was designed to 
improve the ability of administrative officials in developing countries to plan solutions to social issues in their own 
countries by learning Nature-based Solutions (NbS) case studies on natural disaster risk reduction (NDRR), water security, 
ecosystem conservation, climate change countermeasures, etc. (Countries scheduled to participate in FY2024: Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua, Panama, Mexico) 
 

 「自然環境行政官向けのエコツーリズムの研修」  
自然保護区やその周辺における、自然環境（湿地）を賢明に利用する（ワイズユース)の一手段であるエコツ

ーリズムを含む保全計画や事業計画の推進、または立案するために必要とされる能力強化を目的とした研修

を実施した。（2024年度参加国：アルバニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、フィジー、ガボン、インド、

東ティモール、ベトナム） 
 “Ecotourism Planning and Training for Environmental Officers”  
A training program was provided with the objective of enhancing capabilities necessary for developing a conservation plan 
or projects, including ecotourism, as a way to promote wise-use of the natural environment (including wetlands) at nature 
reserves and surrounding areas. (Participating countries in FY2024: Albania, Republic of Congo, Democratic Republic of 
Congo, Fiji, Gabon, India, Timor-Leste, and Vietnam) 

 
Target 16 
Wetlands conservation and wise use are mainstreamed through communication, capacity development, education, 
participation and awareness.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Target 21]. 
個別目標 16 
湿地の保全及び賢明な利用が、コミュニケーション、能力養成、教育、参加及び普及啓発を通じて、主流化さ

れる。 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組のターゲット 21 を参照。] 
 
16.1 Has an action plan (or plans) for wetland CEPA been established? {16.1} 
16.1 湿地の CEPA のための行動計画（または計画）は確立しているか。{16.1} 
Even if no CEPA plans have been developed, if broad CEPA objectives for CEPA actions have been established, please indicate this in the 
Additional information section below  
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CEPA 計画が策定されていない場合であっても、CEPA 活動のための大まかな CEPA 目標が設定されている場合は、下記の「追加

情報」の欄にその旨を記入すること。 

Please select only one per square. 一マスにつき、一つ選択してください。 

  

a) At the national level   

国家レベル 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=In Progress 進行中 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

b) Sub-national level 

地方レベル 

☐ D=Planned 計画がある 
☑ C=In Progress 進行中 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 

c) Catchment/basin level 

集水域／流域レベル 

☐ D=Planned 計画がある 
☑ C=In Progress 進行中 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 

d) Local/site level 

地域／個々の湿地レベル 

☐ D=Planned 計画がある 
☑C=In Progress 進行中 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 

 
16.1 Additional information 追加情報 
If “yes” or “in progress” to one or more of the four categories above, for each of them, describe the mechanism and who is responsible, and 
identify whether CEPA NFP is involved. 
上記 4 つの問いうち 1 つ以上「はい」または「進行中」と回答をした場合、その各々につき仕組みや責任者が誰であるかを記載

するとともに CEPA NFP の関与があるかどうかを特定すること。 

 
・ a)に関して、2023年３月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」の中の関連記載が相当する。当

該記載には、政府のCEPA NFP（環境省）の関与が明記されている。  
・ As for a), The NBSAP of Japan 2023-2030 (approved by the Cabinet in March 2023) contains a national action plan for 

CEPA activities in wetlands. The Ministry of the Environment, the CEPA National Focal Point, has been explicitly 
assigned to this task. 
 

・ b) に関して、各自治体において策定された「生物多様性地域戦略」等の中に関連記載がなされている場合

がある。 
・ As for b), some local governments incorporate CEPA in their respective local biodiversity strategies and action plans. 

 
・ c) に関して、釧路湿原自然再生協議会の再生普及小委員会で作成された「釧路湿原自然再生普及行動計画」

が相当する。また、新潟市（新潟県）や鹿島市（佐賀県）では、河川などの集水域の計画や管理にCEPAに

関する知識やツールが組み込まれている。 
・ As for c), the Action Plan for Promoting Awareness on Kushiro-Shitsugen ’s Nature Restoration by a local council’s 

awareness-raising working group explicitly addresses CEPA. Knowledge and tools about CEPA have been incorporated 
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into the planning and management of catchment areas such as rivers in Niigata City (Niigata Prefecture) and Kashima 
City (Saga Prefecture). 
 

・ d) に関して、各々の自然再生協議会において作成された「上サロベツ自然再生普及行動計画」、「石西礁

湖自然再生全体構想」、「中海自然再生全体構想」、「伊豆沼内沼自然再生全体構想第２期」及び「三方

五湖自然再生全体構想」中の関連記載が相当する。また、阿寒湖、伊豆沼・内沼、谷津干潟、佐潟、蕪栗

沼・周辺水田、化女沼、大山上池・下池、渡良瀬遊水地、中池見湿地、琵琶湖、円山川下流域・周辺水田、

荒尾干潟、肥前鹿島干潟、東よか干潟、漫湖などでは、管理を行う都道県や市町村等によってCEPA の内容

を含む保全・活用等の計画やルール等が策定されている。 
・ As for d), the following plans established by each local Nature Restoration Committee can be cited as having incorporated 

CEPA: Action Plan for Promoting Awareness on Kami-Sarobetsu Nature Restoration, Sekisei Lagoon Nature Restoration 
Master Plan, Grand Design for Nakaumi Nature Restoration, Grand Design for Izu-numa and Uchi-numa Nature 
Restoration (2nd period), and Grand Design for Mikata-goko. Moreover, plans and/or rules for conservation and use, 
including those linked to CEPA, were formulated by the following prefectural and municipal governments: Akan-ko, 
Izu-numa and Uchi-numa, Yatsu-higata, Sakata, Kabukuri-numa and the surrounding rice paddies, Kejo-numa, Oyama 
Kami-ike and Shimo-ike, Watarase-yusuichi, Nakaikemi-shicchi, Biwa-ko, Lower Maruyama River and the surrounding 
rice paddies, Arao-higata, Hizen Kashima-higata, Higashiyoka-higata and Manko. 

 
16.2 How many centres (visitor centres, interpretation centres, education centres) that focus on wetlands have been 
established? {16.2} 
16.2 湿地に焦点を当てたセンター（ビジターセンター/インタープリテーションセンター/教育センター）はい

くつ設置されているか。{16.2} 
 a) at Ramsar Sites ラムサール条約湿地内 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ E=# centres 83 センター 

☐ F=Fewer than # ＃より少ない 

☐ G=More than # ＃より多い 

☐ X=Unknown 不明 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
 

b) at other wetlands 上記以外の湿地内 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ E=# centres ＃センター 

☐ F=Fewer than # ＃より少ない 

☐ G=More than # ＃より多い 

☑ X=Unknown 不明 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
 

16.2 Additional information 追加情報 
 
16.3 Does the Contracting Party {16.3}  締約国は 
Please select only one per square. 一マスにつき、一つ選択してください。 
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16.3 Additional information 追加情報 
 
a) 我が国では、ラムサール条約推進協議会、管理運営協議会、保全・利活用協議会など、地元の利害関係者な

どによる組織を設置し、協働で湿地の管理運営を行っているところが多くある。例えば、湿地の管理を行う

市町村の中には、湿地の保全活動やワイズユース、管理などの方針の策定過程において、地域の人々や利害

関係者の参加の機会を設けているところが多くある。  
a) In Japan, many municipal governments that are involved in wetland management established organizations such as the 

promotion council, management and operation council, and committee for conservation and wise use. Some of them 
provide occasions for local communities and stakeholders to participate in policymaking linked to conserving, promoting 
the wise use, and management of wetlands. 

 
b) 我が国では、「地元の賛意」を登録の要件の１つとしている。そのため、登録の際は、地元自治体等による

地域の利害関係者への説明会や、環境省による利害関係者を対象とした保護区指定に関する公聴会などが実

施されている。  
b) Reaching consensus in the local community is one of the key requirements for Ramsar-Site registration in Japan. Thus, 

when applying for a Ramsar Site, the municipal government conducts explanatory sessions to relevant stakeholders, and 
the Ministry of the Environment holds public hearings on protected area designations. 

 
16.4 Do you have an operational cross-sectoral national Ramsar/wetlands committee? {16.4} 
16.4 国内でラムサール条約湿地または湿地に係る分野横断的な委員会が運営されているか。{16.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 

 
16.4 Additional information 追加情報 
 
ラムサール条約推進国内連絡会議が相当する。 関係省庁（環境省、外務省、文部科学省、農林水産省、国土交

  

a) ensure stakeholder participation in decision-making on wetland planning and management 

a) 湿地の計画及び管理に関し、その意思決定に利害関係者の参加を確保しているか。 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

b) specifically involve local stakeholders in the selection of new Ramsar Sites and in Ramsar Site management? 

b) 特に新規のラムサール条約湿地の選定やラムサール条約湿地の管理に地域の利害関係者を関与させているか。 

☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 
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通省、経済産業省）、関係地方自治体及び日本国際湿地保全連合（NGOのCEPA窓口）の各代表者を構成員と

しており、第14回締約国会議以降、２回開催している。 ラムサール条約の実施に係る情報交換を目的としてい

る。 
An equivalent organization in Japan is the Liaison Conference for the Promotion of the Ramsar Convention. Membership 
comprises of representatives of relevant ministries (Ministry of the Environment, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
Culture, Sports, Science and Technology, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism, and Ministry of Economy, Trade and Industry), relevant local governments, and Wetlands 
International Japan (CEPA NGO National Focal Point), while two meetings have been held since COP14. The purpose of 
the Liaison Conference is to exchange information on the implementation of the Ramsar Convention. 
 
16.5 Do you have an operational cross-sectoral body equivalent to a national Ramsar/wetlands committee? {16.5} 
16.5 国内でラムサール条約湿地または湿地に係る分野横断的な委員会と同等の機関が運営されているか。

{16.5} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 

 
16.5 Additional information 追加情報 
 
・ラムサール条約湿地の管理に関係する市区町村によって「ラムサール条約登録湿地関係市町村会議」が開催

されている。 関係市区町村の担当課が構成員であり、2024年時点で、71の市区町村が会員となっている。 
第14回締約国会議以降、会議は２回開催されており、ラムサール条約湿地の保全とワイズユース、CEPAに

関する情報共有、意見交換、現地視察等を行っている。 
・Municipal governments that are involved in Ramsar Site management periodically hold meetings of the Domestic Ramsar 

Committee for Relevant Municipalities. Membership of the Committee comprises of the representatives from the relevant 
department of each local government. As of 2024, 71 municipalities are registered as members. Two meetings have been 
held since COP14, focusing on information sharing and opinion exchange, and field visits related to conservation and 
wise use of Ramsar Sites and CEPA activities.  

 
・東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ（EAAFP）国内連絡会議や北海道内の全

13 箇所のラムサール条約登録湿地に関係する施設機関・団体が加入する「北海道ラムサールネットワーク」、

さらには広域のネットワークとして、渡良瀬遊水地エリアエコロジカル・ネットワーク推進協議会、渡良瀬

遊水地保全・利活用協議会、ワイズユース・中部ネットワーク会議、コウノトリ・トキの舞う関東自治体フ

ォーラム、有明海ラムサール条約湿地連携会議などもある。加えて、日本で初めてラムサール条約湿地自治

体認証を受けた新潟市や出水市は、世界湿地都市ネットワークにも参加している。 
・There are the East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) Liaison Conference and the Hokkaido Ramsar 

Network which consists of institutions and organizations related to all 13 Ramsar Sites in Hokkaido. There are also wide-
area networks such as the Watarase-yusuichi Area Ecological Network Promotion Council, Watarase-yusuichi 
Conservation and Wise Use Council, Chubu Network Conference, Kanto Municipal Forum where Stork and Toki Flying, 
Ariake Sea Ramsar Site Liaison Conference, and others. In addition, Niigata City and Izumi City, the first municipalities 
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in Japan accredited as Ramsar Wetland Cities under the Ramsar Convention, are also participating in the Wetland City 
Network. 

 
16.6 Are other communication mechanisms (apart from a national committee) in place to share the 
Convention’s implementation guidelines and other information between the Administrative Authority and: {16.6} 
16.6 条約の実施のための指針やその他の情報を共有するため、条約の管理当局と下記の機関との間に、その他

の意思疎通の仕組み（国内委員会以外）が構築されているか。{16.6} 
Please select only one per square.  一マスにつき、一つ選択してください。 

  

a) Ramsar Site managers 

ラムサール条約の湿地管理者 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

b) other MEA national focal point 

その他の多国間環境協定の政府窓口 

☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

c) other ministries, departments and agencies 

その他の省庁、部署、機関 

☐ D=Planned 計画がある 
☐ C=Partially 一部 
☐ B=No いいえ 
☑ A=Yes はい 

 
16.6 Additional information 追加情報 
 
a) ラムサール条約登録湿地関係市町村会議の窓口を通じてラムサール条約湿地を有する市区町村担当者との情

報共有を行っている。また、同会議の会員以外の市町村とも、現場の環境省の事務所を通じて適宜情報共

有を行っている。 
a) The secretariat of the local Ramsar Committee for relevant municipalities shares information with representatives from 

municipalities that manage Ramsar-designated wetlands. Non-member municipalities also receive information as needed 
through regional offices of the Ministry of the Environment. 

 
b) 外交当局であり多国間環境協定全般の中央連絡先となっている外務省と適宜情報を共有しているほか、必要

に応じて協議・調整を行っている。 
b) Japan’s Ministry of the Environment regularly shares information and consults/coordinates with the Ministry of Foreign 

Affairs, the diplomatic authority of Japan which also generally serves as the national focal point for other MEAs. 
 
c) ラムサール条約関係省庁連絡会議を設置し、当該会議を通じて情報共有を行っている。また、水田決議

（Ⅹ.31）に基づく取組の推進のため、環境省、農林水産省、国土交通省及びNGOでは、２か月に１回程度

意見交換を行っている。 
c) Establishing a Liaison Conference of the Relevant Ministries and Agencies for the Ramsar Convention to share 

information. In addition, opinions are exchanged among the Ministry of the Environment, Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, and NGOs about once every two months 
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to promote efforts based on “Ramsar Resolution X.31 Enhancing Biodiversity in Rice Paddies as Wetland Systems”. 
 
16.7 Has your country organized any Convention on Wetlands-branded World Wetlands Day events, whether led by 
government or NGOs, since COP14? {16.7} 
16.7 COP14 以降、ラムサール条約の世界湿地の日に関する活動が、政府または NGO の主導により実施された

か。{16.7} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 

 
16.7 Additional information 追加情報 
 
行政機関や民間団体、拠点施設等が世界湿地の日に合わせてイベント等を実施している。  
Various administrative agencies, private-sector entities, wetland centers, and other organizations have been organizing 
events on the World Wetlands Day. 
 
16.8 Did your country undertake any campaigns, programmes or projects to raise awareness about the importance of wetlands 
to people and wildlife during the World Wetlands Days since COP14? {16.8} 
16.8 COP14 以降の世界湿地の日に、人間や野生生物にとっての湿地の重要性について普及啓発するため、キャ

ンペーン、プログラムまたは事業を実施したか。{16.8} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 

 
16.8 Additional information 追加情報 
 
・世界湿地の日にあわせて、ラムサール条約湿地を有する多くの自治体が、湿地に関する科学的情報、湿地保

全の重要性を紹介したり、課題について意見交換などを行う講演会やシンポジウムなどを開催している。  
・On the World Wetlands Day, many municipalities with Ramsar Sites hold lectures and symposiums to introduce scientific 

information on wetlands, the importance of the conservation of wetlands, and to exchange opinions on issues. 
 
・行政機関や民間団体、拠点施設、地域グループ、ボランティアグループ等が、湿地や湿地の生き物の魅力を

伝える自然観察会、登録記念イベント、漁や食文化に関するイベント、湿地の重要性や面白さを学ぶ環境教

育プログラム、清掃活動、湿地の恵みの物産展等の実施、ニュースレターの発行、湿地を守るためのマナー

やルールの呼びかけなどを行っている。  
・Local administrative agencies, private-sector entities, wetland centers, local groups, volunteer groups, etc., hold nature 

walks to communicate the charm of wetlands as well as plants and animals in wetlands, events to commemorate the 
designation, events related to fishing and food culture, environmental education programs to learn the importance and fun 
of wetlands, cleanup activities, wetland-endowed product exhibitions, publish newsletters, and call for rules to conserve 
wetlands. 

 
・ラムサール条約湿地葛西海浜公園を有する東京都の企画で、いくつかの条約湿地が参加し、都内の特に人の
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往来の多い駅で条約湿地に関する展示及び湿地の恵みの物産展を行った。  
・The Tokyo Metropolitan Government, which manages the Kasai Marine Park, a Ramsar Site, organized an exhibition on 

wetlands and products from wetlands in a particularly busy station in Tokyo, with the participation of other Ramsar Sites. 
 
・2010 年から毎年、生物多様性の日（5 月 22 日）の周辺に、日本各地の自治体や NGO 等の団体が自然観察会/

学習会/シンポジウムなどのイベントを開催している。これらのイベントを開催する団体は、「昆明・モント

リオール生物多様性枠組」や「生物多様性国家戦略 2023-2030」の達成に向け 2021年 11月に設立した「2030
生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）」に参加している。 また、毎年 5 月と 10 月の第 2 土曜日は、国連が

定める「世界渡り鳥の日」とされており、国内においても渡り鳥をテーマとする様々なイベントが開催され

ている。 
・Since 2010, every year around the International Day for Biological Diversity (May 22), local governments, NGOs, and 

other organizations around Japan have held events, such as nature walks, learning sessions, and symposiums. The 
organizations organizing these events are participating in the Japan Conference for 2030 Global Biodiversity Framework 
(J-GBF), which was established in November 2021 to achieve the targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity 
Framework (KMGBF) and the NBSAP of Japan 2023-2030. In addition, the second Saturday of May and October each 
year is designated as the "World Migratory Bird Day (WMBD)" by the United Nations, and various migratory bird-
themed events are held across the country on this day. 
 

16.9 Has information about your country’s wetlands and/or Ramsar Sites and their status been made public (e.g., through 
publications or a website)? {18.5} 
16.9 貴国の湿地及び/またはラムサール条約湿地、並びにそれらの湿地の現状に係る情報は公開されているか。

（例 出版物、ウェブサイトを媒体として）{18.5} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
16.9 Additional Information 追加情報 
 
The government discloses the following information on wetlands: 
・ 『生物多様性の観点から重要度の高い湿地』の情報を環境省が運営するホームページにおいて、一般公開

している。  
・ Important Wetlands from the Viewpoint of Biodiversity on the Ministry of the Environment’s public website. 

 
・ サンゴ礁生態系保全について、取組状況や行動計画等を環境省が運営するホームページにおいて、一般公

開している。 
・ Information on coral reef ecosystem conservation, its status, and action plan on the Ministry of the Environment’s public 

website. 
 

・ また、湿地に関する情報を含むモニタリングサイト 1000 及び自然環境保全基礎調査等の結果については

『生物多様性情報システム（J-IBIS）』において一般公開している。 
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・ The results of the Monitoring Sites 1000, National Survey on the Natural Environment, and other surveys, which include 
wetland-related information, on the Japan Integrated Biodiversity Information System (J-IBIS). 
 

・ ラムサール条約湿地の情報については、パンフレット並びに環境省及びラムサール条約登録湿地関係市町

村会議のウェブサイト上で一般公開している。なお、関係市町村会議のウェブサイトは、スマートフォン

対応にリニューアルされている。 
・ Information on the Ramsar Sites is made publicly available via brochures and websites of the Ministry of the Environment 

as well as the National Ramsar Committee for Relevant Municipalities. The website of the National Ramsar Committee 
for Relevant Municipalities has been updated to be mobile-friendly. 
 

・ 釧路湿原、サロベツ原野、伊豆沼・内沼及び中海等の湿地において実施されている自然再生推進法に基づ

く自然再生事業等の取組に係る情報はパンフレットや環境省の自然再生ウェブサイトにおいて掲載され、

公開されている。 
・ Information on wetland restoration projects, conducted under the Law for the Promotion of Nature Restoration (such as 

Kushiro-shitsugen, Sarobetsu-genya, and Izu-numa and Uchi-numa) via brochures and on the nature restoration-related 
website of the Ministry of the Environment. 
 

・ 日本国際湿地保全連合の公式ホームページにおいて、湿地の概説や、湿地に関連するイベントの案内等が

行われている。 
・ General information and events relating to wetlands are available on Wetlands International Japan’s official website. 

 
・ 湿地管理に携わる各自治体や保全活動等を行う NGO 等が、ホームページや広報誌、パンフレット、SNS 等

において湿地の紹介を行っている。 
・ Local governments which are involved in wetland management and NGOs engaged in conservation activities have 

introduced the topic of wetlands through their websites, public relations magazines, pamphlets, social networking 
services, and other means. 
 

・ 国土交通省が管理する一級河川において、生物の生息状況等の調査を実施し、「河川環境データベース」に

て公開している。 
・ Surveys on habitats of living organisms have been conducted on the first-class rivers managed by the Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism, and the results are made publicly available on the River Environment Database. 
 
Target 17 
Financial and other resources for effectively implementing the Convention’s fourth Strategic Plan 2016 – 2024 from all 
sources are made available.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Target 19] 
個別目標 17 
第４次戦略計画 2016-2024 を効果的に実施するため、様々なソースからの資金及びその他の資源が利用可能に

なる。 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 19 への言及] 
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17.1 [For Contracting Parties with a development assistance agency (“donor countries”)] Since COP14, has the agency 
provided funding to support wetland conservation and management efforts in other countries? {17.3} 
17.1 [開発援助機関を持つ締約国（ドナー国）の場合]  COP14 以降、他国の湿地保全及び管理の努力を支援す

るために、当該開発援助機関より資金拠出を行ったか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ Z=Not Applicable 該当なし 

 
17.1 Additional information 追加情報 
 
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、主に技術協力の形態で開発途上国での資金拠出を行っている。アルバ

ニア、モーリシャス、ペルー、ミャンマー、インド、中米地域にて湿地保全プロジェクトを実施。コンゴ民主

共和国やバングラデシュにおいても、案件形成や計画策定を行っている。また、開発途上国の行政官向けに、

Eco-DRR や生物多様性保全、エコツーリズム等の観点から日本国内の湿地管理について学び、自国の湿地管理

計画策定にかかる能力向上を目指す研修を複数実施している。 
The Japan International Cooperation Agency (JICA) has been providing financial contributions in developing countries 
mainly in the form of technical cooperation. It has been implementing wetland conservation projects in Albania, Mauritius, 
Peru, Myanmar, India, and countries in Central America. JICA is also involved in the project development and planning in 
the Democratic Republic of the Congo and Bangladesh. It has also conducted several training programs for administrative 
officials in developing countries to learn about wetland management in Japan from the perspective of Eco-DRR, biodiversity 
conservation, ecotourism, etc., and to improve their capacity to formulate wetland management plans in their countries. 
 
17.2 [For Contracting Parties with a development assistance agency (“donor countries”)] Have environmental safeguards 
and assessments been included in development proposals proposed the development of projects by the agency? {17.4} 
17.2 [開発援助機関を持つ締約国（ドナー国）の場合] 当該開発援助機関により提案される開発事業の開発の

案には環境保護措置及び環境影響評価が盛り込まれているか。{17.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ X=Unknown 不明 
☐ Y=Not Relevant 関係なし 
☐ Z=Not Applicable 該当なし 

 
17.2 Additional information 追加情報 
 
独立行政法人国際協力機構（JICA）は事業の各段階において環境社会配慮が適切に行われるよう、「JICA 環
境社会配慮ガイドライン」（2022年１月公布） に基づき支援・確認を行っており、事業の形成・審査・実施段

階においても、環境影響評価及びモニタリング等を行い、環境社会に配慮した適切な事業の実施に努めている。 
JICA supports projects following the JICA Guidelines for Environmental and Social Considerations (promulgated in 
January 2022), in an effort to reflect sustainability and social-governance considerations in every phase of a project. JICA 
seeks to implement appropriate projects that are friendly to the environment/society, and as such, conducts environmental-
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impact assessments and monitoring of projects during the project formulation, review, and implementation stages. 
 
17.3 [For Contracting Parties that have received development assistance since COP14] Has your country received financial 
support specifically for national wetland conservation and management? {17.5} 
17.3 [COP14 以降に開発援助を受けている締約国向け] 特に国内の湿地の保全と管理のために、資金援助を受

けたか。{17.5} 
Please select only one per square. 一マスにつき、一つ選択してください。 

  

a) from development assistance agencies of another country? 

他国の開発援助機関からの援助か？ 

☑ Z=Not applicable 該当なし 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 

b) from non-national or multilateral development assistance agencies? 

非国家または多国間開発援助機関からの援助か？ 

☑ Z=Not applicable 該当なし 
☐ B=No いいえ 
☐ A=Yes はい 

 
17.3 Additional information 追加情報 
Please indicate, for example, from which countries or agencies. 国名または機関名を例示すること。 
 
17.4 Has any financial support from the national budget been provided by your country to facilitate the implementation of 
the Convention on Wetlands? {17.6} 
17.4 貴国は、ラムサール条約の実施を促進するために、国家予算から何らかの財政支援を提供したか。{17.6} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ Z=Not Applicable 該当なし 

 
17.4 Additional information 追加情報 
If “yes” please state the amounts, and for which activities. 
「はい」と回答した場合、援助した金額及び活動名を記入すること。 

 
・ 1980年に締約国となって以降、割り当てられた分担金を毎年支払っている。2021年419,173CHF、2022年

419,173CHF、2023年393,318CHF。 
・ Since becoming a contracting party to the Ramsar Convention in 1980, Japan has paid allocated amounts of contributions 

every year: 419,173 CHF in 2021, 419,173 CHF in 2022, and 393,318 CHF in 2023. 
 

・ 国内においては、特定外来生物の防除事業（個別目標４）や、RISの作成・更新（個別目標８）、国内のラ

ムサール条約ウェブページやパンフレットのリニューアル（個別目標16）等の事業を行っている。 
・ Domestically, Japan has been implementing projects on eradicating invasive alien species (Target 4), preparing and 

updating RIS (Target 8), and renewing the Ramsar Convention related webpage and brochure (Target 16). 
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・ 国際的には、地域イニシアティブの１つである東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナー

シップに2017年より継続して分担金を拠出している（個別目標15）。また、カンボジアやタイに対しラム

サール条約湿地登録に向けた支援、ベトナムに対し水鳥調査活動への支援を行った（個別目標18）。 
・ Internationally, since 2017, Japan has been continuously contributing to the East Asian - Australasian Flyway Partnership, 

one of the Ramsar Regional Initiatives (Target 15). Japan provided support to Cambodia for the application to Ramsar 
Sites and to Vietnam for waterbird research activities (Target 18). 
 

・ 日アセアン統合基金より、ASEAN地域の渡り鳥とその生息地の保全を目的としたプロジェクト「Improving 
Biodiversity Conservation of Wetlands and Migratory Waterbirds」への資金援助を行った（個別目標17、18）。 

・ The Japan-ASEAN Integration Fund provided financial support for the project "Improving Biodiversity Conservation of 
Wetlands and Migratory Waterbirds", which aims to conserve migratory birds and their habitats in the ASEAN region 
(Targets 17 and 18). 
 

・ なお、国による財政支援ではないが、ラムサール条約常設委員会の承認のもと、2015年に公益財団法人長

尾自然環境財団が条約事務局との間で５カ年の長尾湿地基金（Nagao Wetland Fund: NWF）を設立し、アジ

ア・オセアニア地域の途上国が行う同条約戦略計画に関する事業を支援している。2019年度までに10カ国

12件の支援を実施した。2020年度は新型コロナウイルス感染症のために募集を中止したが、2021年度から

2023年度に５カ国６件を支援した。２年間延長したMOU（了解覚書）は2023年４月30日に終了したが、同

年２月15日付けで契約期間を３年間延長した。 
・ Apart from financial support from the government, with the approval of the Ramsar Convention Standing Committee, a 

five-year Nagao Wetland Fund (NWF) was established in 2015 between the Nagao Natural Environment Foundation and 
the Ramsar Convention Secretariat for supporting projects related to the Convention's Strategic Plan in developing 
countries in Asia and Oceania. The NWF provided support for 12 projects in 10 countries through FY2019. Although 
the NWF stopped accepting applications for the fund due to COVID-19 in FY2020, it provided support for 6 projects in 
5 countries from FY 2021 to FY 2023. The MOU (Memorandum of Understanding), which was extended for two years 
and supposed to end on April 30, 2023, was extended again for three years as of February 15, 2023. 

 
Target 18 
International cooperation is strengthened at all levels. 
個別目標 18 
国際協力がすべてのレベルで強化される。 
 
18.1 Are the national focal points of other MEAs invited to participate in the national Ramsar /wetland committee? {18.1} 
18.1 他の多国間環境協定の担当者は、国内のラムサール条約/湿地に係る委員会への参加を招請されているか。

{18.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
18.1 Additional information 追加情報 
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生物多様性条約（CBD）やワシントン条約（CITES）などを担当している政府職員も参加する機会がある。 
Government officials responsible for the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Convention on International 
Trade in Endangered Species (CITES) also have the opportunity to participate in the committee. 
 
18.2 Are mechanisms in place at the national level for collaboration between the Convention on Wetland’s Administrative 
Authority and the focal points of UN and other global and regional bodies and agencies (e.g. UNEP, UNDP, WHO, FAO, 
UNECE, ITTO)? {18.2} 
18.2 ラムサール条約の管理当局と、国連やその他の国際的または地域的な主体及び機関（例：国連環境計画

(UNEP)、国連開発計画(UNDP)、世界保健機関(WHO)、国連食糧農業機関(FAO)、国連欧州経済委員会

(UNECE)、国際熱帯木材機関(ITTO)等）の担当者との連携のための国家レベルの仕組みがあるか。{18.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
18.2 Additional information 追加情報 
 
条約の管理当局である環境省自然環境局野生生物課では、適宜、国連その他の諸機関の担当部局に必要な情報

を提供・共有している。  
The Ministry of the Environment (Wildlife Division, Nature Conservation Bureau), the Administrative Authority of Japan 
for Ramsar Convention, submits and shares information with focal points, agencies of the United Nations and other 
international bodies if necessary. 
 
18.3 Has your country received assistance from any of the following UN or other global and regional bodies and agencies 
in implementing the Convention on Wetlands since COP14? {18.3} 
18.3 COP14 以降、ラムサール条約の実施に際して、以下の国連やその他の国際的または地域的な主体及び機関

からの支援を受けたか。{18.3} 
 

  

a) UNEP 国連環境計画 ☐ 

b) FAO 国連食糧農業機関 ☐ 

c) UNECE 国際連合欧州経済委員会国連欧州経済委員会 ☐ 

d) UNFCCC 国連機構変動枠組条約締約国会議国連気候変動枠組条約 ☐ 

e) Global Environment Facility 地球環境ファシリティ ☐ 

f) UNDP 国際連合開発計画国連開発計画 ☐ 

g) UNESCO ユネスコ国連教育科学文化機関 ☐ 

h) World Health Organization WHO 世界保健機関 ☐ 
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i) World Meteorological Organization 世界気象機関 ☐ 

j) ITTO 国際熱帯木材機関 ☐ 

k) The Convention’s IOPs ラムサール条約の国際団体パートナー ☐ 
 
18.3 Additional information 追加情報 
For example describe the support and indicate the amount of funding. 
例えば、支援について説明し、その金額を示すこと。 
 
18.4 Has your country established international network(s), such as twinning arrangements, to facilitate knowledge sharing 
and training related to wetlands that share common features? {18.4} 
18.4 貴国では、共通の特徴を持つ湿地に係る知識の共有及び研修のため、姉妹湿地連携等の国際的なネットワ

ークが確立されているか。{18.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
18.4 Additional information 追加情報 
 
・ 国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）の下で、地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク(GCRMN)の活

動に貢献するため、GCRMN 東アジア会合を開催し、東アジアのサンゴ礁の状況の取りまとめを行っている。 
・ Japan hosted the Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) East Asia Regional Meeting, in effort to support 

activities under the International Coral Reef Initiative, helping to assemble information on coral reef conditions in East 
Asia. 
 

・ 日本は東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ（EAAFP）の推進に積極的に関わ

っており、国内のネットワーク参加地の数は34になった。これらの参加地は、参加地が支える水鳥の種群

により、ガンカモ、ツル、シギ・チドリのいずれか（または複数）の国内ネットワークに参加し、情報交

換等を行っている。 
・ Japan is actively involved in promoting the East Asian - Australasian Flyway Partnership with 34 sites joining the Flyway 

Site Network in Japan. These sites, as appropriate, participate in one or more national networks to exchange information, 
with regard to Anatidae, Crane, and Shorebird. 
 

・ また、谷津干潟と豪州モートン湾ブーンドル湿地、釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原及び霧多布湿原と豪

州ハンター川河口湿地、藤前干潟と豪州ジロング市スワン湾干潟及び東よか干潟とクパルック湿地（米国

アラスカ州）等が姉妹サイト提携を結んでおり、相互の湿地訪問等の活動を行っている。そのほか、ラム

サール条約登録湿地保全団体である釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）とマレーシアの湿地保全団

体であるサワラク森林コーポレーションとの連携協定が締結されている。 
・ Japan has the sister site arrangements including: 

- Yatsu-higata and Moreton Bay, Boondall wetlands (Australia); 
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- Kushiro-shitsugen, Akkeshi-ko and Bekambeushi-shitsugen, Kiritappu-shitsugen and Hunter Estuary Wetlands 
(Australia); 
- Fujimae-higata and Swan Bay wetlands in Geelong City (Australia); 
- Higashiyoka-higata and Qupałuk (the U.S.). 
 
and mutual site visits, etc. have been conducted.  
In addition, a partnership agreement has been signed between Kushiro International Wetland Centre (KIWC), a 
conservation organization for Ramsar Sites, and Sarawak Forestry Corporation, a wetland conservation organization in 
Malaysia. 

 
・ 姉妹湿地提携以外でも、ユースの交流活動が円山川（豊岡市）・中海（米子市）と花浦川湿地（韓国慶尚

南道）の間で開催された。 
・ In addition to the sister site arrangement, youth exchange activities were held between Maruyama River (Toyooka City), 

as well as between Nakaumi(Yonago City) and Hwapocheon wetland (Gyeongsangnam-do, Korea). 
 

・ 国内及び韓国の湿地に関係するNGOは、世界各地の湿地で活動する草の根NGOの集まりである世界湿地ネ

ットワーク（WWN）と協力し、各地での湿地の保全活動の情報交換を行っている。 
・ Wetland-related NGOs in Japan and the Republic of Korea have been exchanging information on wetland conservation 

activities in their respective countries, working in cooperation with the World Wetland Network, a gathering of grassroots 
NGOs operating for wetlands in the world. 
 

・ 北海道では、道内のラムサール条約湿地における保全、ワイズユースについての啓発を推進するためのネ

ットワークである「北海道ラムサールネットワーク」が組織されており、情報発信やワイズユースに関す

る提案等の事業が実施されている。 
・ The Hokkaido Ramsar Network has been organized, with the aim of promoting awareness about conservation and wise 

use of Ramsar Sites in Hokkaido. Projects such as information dissemination and proposals on wise use of wetlands are 
being implemented. 

 
18.5 Have all transboundary wetland systems been identified? {18.6} 
18.5 すべての国境をまたぐ湿地は特定されたか。{18.6} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 
☑ Z=Not Applicable 該当なし 

 
18.5 Additional information 追加情報 
 
18.6 Is effective cooperative management in place for shared wetland systems (for example, in shared river basins and coastal 
zones)? {18.7} 
18.6 各国が共有する湿地（例えば、共有される河川流域や沿岸地帯）は、効果的に共同管理されているか。

{18.7} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
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☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 
☑ Y=Not Relevant 関係なし 

 
18.6 Additional information 追加情報 
 
18.7 Does your country participate in regional networks or initiatives for wetland-dependent migratory species? {18.8} 
18.7 貴国は湿地に依存する渡り性の種を対象とする地域的なネットワークまたはイニシアティブに参加してい

るか。{18.8} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ Z=Not Applicable 該当なし 

 
18.7 Additional information 追加情報 
If “yes”, please list which regional networks or initiatives. 
「はい」と回答した場合、地域的なネットワークまたはイニシアティブの名称を記入すること。 

 
 東アジア･オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップにおける取組を積極的に推進している。 
 Japan has been actively participating in the East Asian-Australasian Flyway Partnership. 
 

 米国、オーストラリア、中国及びロシアとの間で二国間渡り鳥等保護条約・協定を締結しており、この枠組

みの下で渡り鳥保全のための情報交換や共同調査を行っている。また、韓国との間でも、日韓環境保護協力

協定に基づき、渡り鳥の保全等に係る協力を行っている。 
 Japan has signed bilateral conventions and agreements on the protection of migratory birds with the US, Australia, China 
and Russia. Under this framework, the participating countries exchange information and conduct joint research surveys on 
migratory bird conservation. Furthermore, Japan has been cooperating with the Republic of Korea to conserve migratory 
birds, based on the Japan-Korea Cooperation Agreement in the Field of Environmental Protection.  
 

 北極圏を渡り経路とする渡り鳥の保全についても話し合う北極評議会の北極圏植物相・動物相保存作業部会

にオブザーバーとして参加している。 
 Japan has also attended, as an observer, the Arctic Council and working groups on the Conservation of Arctic Flora and 
Fauna to discuss the conservation of migratory birds which fly over the Arctic. 

 
Target 19 
Capacity building for implementation of the Convention and its 4th Strategic Plan 2016 – 2024 is enhanced.  
[Reference to Global Biodiversity Framework Target 20] 
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個別目標 19 
条約と第４次戦略計画 2016-2024 を実施するための能力構築が強化される。 
[昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標 20 への言及］ 
 
19.1 Has your country conducted any national needs assessment since COP14 to inform capacity building planning to 
implement the Convention’s Strategic Plan? {19.1} 
19.1 貴国は、COP14 以降、条約の戦略計画を実施するための能力構築計画に資する国のニーズアセスメントを

実施したか。{19.1} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
19.1 Additional information 追加情報 
 我が国では、東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップの基に設置されている渡り性

水鳥重要生息地ネットワーク国内参加地の管理者に対して、渡り鳥や湿地の保全やサイト間の情報共有等の

研修を行っている。その都度研修の内容に対するニーズを収集し、次回開催内容の改善に活用している。 
 Japan provides trainings for site managers of the Flyway Site Network under the East Asian-Australasian Flyway 
Partnership on the conservation of migratory waterbird and wetlands, for sharing the information. The government collects 
survey results to understand needs at each training session to improve its content. 
 

 ラムサール条約湿地を有するいくつかの自治体においても、地域レベルでの研修の開催について検討し、職

員やボランティア対象の研修、先進事例の視察などを実施している。 
 Some municipalities which have Ramsar Sites also considered the possibility of holding trainings at local level, and 
implement trainings for staff and volunteers, as well as visits to advanced case studies. 

 
19.2 Does your country or institution implement capacity development strategies or actions for the Convention’s Strategic 
Plan? 
19.2 貴国または貴機関は、条約の戦略計画のために能力開発戦略または行動を実施しているか。 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 

☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
19.2 Additional Information 追加情報 
 
 地方公共団体及び地方環境事務所の担当者が着任した際に、条約に関する基礎的な知識や最新の動向をあら

かじめ理解する機会があれば、その後の各種取組が円滑に進むとともに、必要な措置を検討する際の一助と
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なると考えられるため、年に一回程度オリエンテーション・ウェビナー（オンラインセミナー）を開催し、

関係者に向けた情報発信及び共有の機会を設けている。 
 When the personnel in local public bodies and the Ministry of the Environment's regional offices are assigned for their 
new posts, they should have a basic knowledge of the Ramsar Convention and the latest trends in advance, which will 
facilitate their subsequent efforts and help them consider necessary measures. Therefore, an orientation webinar (online 
seminar) has been held about once a year to provide an opportunity to disseminate and share information to interested 
stakeholders. 
 

 2024 年８月には、ラムサール条約東アジア地域センター（RRC-EA）及び新潟市と連携協力し、日本国内の

ラムサール条約湿地の管理者及び関係者を対象とし、湿地の保全とワイズユースに関連する情報と経験の共

有、共通・固有の課題解決に向けた議論、さらには現地視察等を含む研修会を開催した。 
 In August 2024, in cooperation with the Ramsar Regional Center-East Asia (RRC-EA) and Niigata City, a training 
workshop was held for Ramsar Site managers and stakeholders in Japan to share information and experiences related to 
wetland conservation and wise use, discuss common and specific issues to be resolved, and furthermore, conduct site visits. 
 

19.3 Are wetland conservation and wise-use issues included in formal education programmes (Resolution XIV.11)? {19.2} 
湿地保全及び賢明な利用に係る事項は、正式（フォーマル）な教育プログラム（決議 XIV.11）に組み込まれて

いるか。{19.2} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☑ C=Partially 一部 
☐ D=Planned 計画がある 

 
19.3 Additional information 追加情報 
 
 65以上の市町村の小・中学校において、湿地の環境学習や生き物調査・観察会、清掃活動やヨシ刈りなどの

保全活動、漁業体験、職場体験などを授業の中で実施したり、教材（副読本、プログラム集）で条約湿地に

ついて取り上げるなど、湿地や渡り鳥に関する環境学習を教育プログラムに組み込んでいる。 
 More than 65 local elementary and junior high schools have incorporated the topic of wetlands and migratory birds into 
the curricula of their educational programs. For example, the curriculum typically includes the topics of wetland 
environments, results from surveys, observations of wetland creatures, conservation activities such as cleanup and reed 
cutting, fishing experience, and work experience. Ramsar Sites are also introduced in teaching materials (supplementary 
reading books and program books). 
 

 環境省では、学校教育における湿地に関連する環境教育の主流化やさらなる教育機会の創出などを奨励する

「決議ⅩⅣ.11 公教育部門における湿地教育（環境省仮訳）」が採択されたことを受けて、ラムサール条約

湿地を有する地方公共団体（全85）を対象とし、学校教育（フォーマル・エデュケーション）における湿地

に関連する環境教育の実施状況について網羅的なアンケート調査を実施し、課題を抽出するとともに、期待

される支援等を明らかにしている。 
 Following the adoption of "Resolution XIV.11 Wetland Education in the Public Education Sector (provisional translation 
by the Ministry of the Environment)", which encourages the mainstreaming of wetland-related environmental education 
in school education and the creation of further educational opportunities, the Ministry of the Environment conducted a 
comprehensive questionnaire survey of all 85 local governments which have Ramsar Sites to identify the status of 
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wetland-related environmental education in school education (formal education). The survey identified challenges as 
well as expected support, etc. 
 

19.4 How many training events for wetland site managers have occurred since COP14? {19.3} a) at Ramsar Sites 
19.4 COP14 以降、ラムサール条約湿地管理者を対象とした研修イベントが何回開催されたか。{19.3} 
 
 a) ラムサール条約湿地にて開催 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☐ E=# opportunities ＃回 
☐ F=Fewer than # ＃より少ない 
☑ G=More than # 65 回より多い 
☐ X=Unknown 不明 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 

b) at other wetlands 他の湿地にて開催 
Please select only one option. 
☐ E=# Opportunities ＃回 
☐ F=Fewer than # ＃より少ない 
☐ G=More than # ＃より多い 
☑ X=Unknown 不明 

☐ Y=Not Relevant 関係なし 
 

19.4 Additional information 追加情報 
 
a) 
・ 北海道ラムサールネットワークでは、年次総会に併せて講演会やワークショップ、エクスカーションを行

い、湿地管理者の研修に務めている。また、子ども交流会を開催する中で、実際に現地に足を運んでの自

然体験や CEPA に関する技術交流も行なっている。 
・ Hokkaido Ramsar Network aims to train wetland site managers, by holding lectures, workshops and excursions, at the 

time of its annual general meeting. In addition, it seeks to facilitate the exchange of skills linked to CEPA for children 
who live around Ramsar Sites to experience nature by actually visiting sites, during children’s events. 
 

・ ラムサール条約登録湿地関係市町村会議では、３年に一度の市区町村長会議及び毎年１回の主管者会議の

際に、ラムサール条約湿地等の保全、ワイズユース及び CEPA に関する研修会（学習・交流会）を開催し

ている。 
・ The Domestic Ramsar Committee for Relevant Municipalities holds seminars on the conservation, wise use, and CEPA 

of Ramsar Sites, during the triennial mayors’ meeting and annual chief officials’ meeting. 
 

・ 佐潟、円山川下流域・周辺水田、東よか干潟、涸沼、濤沸湖、荒尾干潟、渡良瀬遊水地、大山上池・下

池、谷津干潟、屋久島永田浜、肥前鹿島干潟、釧路湿原、尾瀬、志津川湾では、他のラムサール条約湿地

への視察研修や、他の研修の受け入れ、ボランティア解説員の研修、地域の関係者による勉強会等を実施

している。 



Ramsar National Report to COP15                                                                                                                                                                                  Page 84 of 86 

 

・ The following Ramsar Sites conduct site visits to other Ramsar Sites, accept external trainees, train volunteer guides 
and conduct workshops by local communities: Sakata Lake, Lower Maruyama River and surrounding rice paddies, 
Higashiyoka-higata, Hinuma, Tofutsu-ko, Arao-higata, Watarase-yusuichi, Oyama Kami-ike and Shimo-ike, Yatsu-
higata, Yakushima Nagata-hama, Hizen Kashima-higata, Kushiro-shitsugen, Oze, and Shizugawa-wan.  

 
b)  
・ 環境省では、2021年度以降、地方公共団体及び地方環境事務所の担当者が着任した際に、ラムサール条約

に関する基礎的な知識や最新の動向をあらかじめ理解する機会があれば、その後の各種取組が円滑に進む

とともに、必要な措置を検討する際の一助となると考えられるため、年に一回程度オリエンテーション・

ウェビナー（オンラインセミナー）を開催し、関係者に向けた情報発信及び共有の機会を設けている。  
・ When the personnel from local public bodies and the Ministry of the Environment's regional offices are assigned for their 

new posts, they should have a basic knowledge of the Ramsar Convention and the latest trends in advance, which will 
facilitate their subsequent efforts and help them to consider necessary measures. Therefore, since FY2021, the Ministry 
of the Environment has held an orientation webinar (online seminar) about once a year to provide an opportunity to 
disseminate and share information to interested stakeholders. 
 

・ 環境省では、東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップの国内重要生息地ネットワ

ーク参加サイトの管理者を対象とした研修会を開催しており、国内のネットワーク参加地において取得さ

れたデータの解析やその活用に焦点を当て、気候変動の影響の把握に寄与するモニタリングの実施方法な

どについて検討するため、2022年度には「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・ネットワーク参

加地における鳥類モニタリングの現状と課題－気候変動が渡り性水鳥に及ぼす影響の評価のために－」を

とりまとめ、HPに公表した。2023年度には、これまでの議論や報告書の内容を関係者に共有することを目

的とし、報告会を開催している。 
・ The Ministry of the Environment provides training seminars for Japanese site managers in the East Asian-Australasian 

Flyway Partnership’s Flyway Network Sites. It has compiled and published on its website a report entitled "Current 
Status and Challenges of Bird Monitoring in the East Asian-Australasian Flyway Partnership’s Flyway Network Sites - 
For Assessing the Impacts of Climate Change on Migratory Waterbirds" in FY2022 to assess the impact of climate 
change on migratory waterbirds, with a focus on the analysis and utilization of data collected in the EAAFP Network 
Sites. In FY2023, it conducted a briefing seminar with the aim of sharing the discussions that have taken place and the 
contents of the report with interested parties. 
 

・ 同じく、環境省では、2022年度以降は、国内関係者による活動推進、情報交換及び交流を目的とし、全国

のネットワーク参加地への視察を含む「渡り性水鳥フライウェイ全国大会」を開催している。 
・ Since FY2022, the Ministry of the Environment has also organized the “Migratory Waterfowl Flyway National 

Conference,” including visits to the Network Sites throughout Japan, with the aim of promoting activities, information 
exchange, and interaction among domestic stakeholders. 
 

・ また、2024年7月には、高病原性鳥インフルエンザの発生の未然防止強化と、発生した際に円滑かつ適切な

対応を行えるよう「動物園等における高病原性鳥インフルエンザ対応のための講習会」を開催し、ラムサ

ール条約湿管理者等へも参加を呼び掛けた。 
・ In July 2024, the "Workshop on Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreak Response in Zoos and Similar Facilities" 

was held and Ramsar Site managers were also invited, in order to strengthen prevention of highly pathogenic avian 
influenza (bird flu) outbreaks and to ensure smooth and appropriate response in the event of an outbreak. 
 

・ 湿地に関係するNGOでは、水田決議（ラムサール決議X.31）に基づき策定した田んぼの生物・文化多様性
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2030プロジェクトの一環として、湿地管理者も対象とした地域交流会および全国集会を開催し、湿地管理

の先進事例の共有や意見交換などを行っている。  
・ NGOs related to wetlands in Japan organize national and local-level meetings for site managers to exchange opinions 

and share best practices on wetland management as part of the Rice-paddy Biocultural-diversity Enhancement Decade 
2030 (Rice-paddy 2030 Project) developed based on “Resolution X.31 Enhancing Biodiversity in Rice Paddies as 
Wetland Systems”. 
 

19.5 Have you (AA) used your previous National Reports in monitoring implementation of the Convention? {19.4} 
19.5 条約の履行状況のモニタリングを行う際に、前回の国別報告書を利用したか。{19.4} 
Please select only one option 選択肢を一つだけ選択してください。 
☑ A=Yes はい 
☐ B=No いいえ 
☐ D=Planned 計画がある 
☐ Z=Not Applicable 該当なし 

 
19.5 Additional information 追加情報 
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Section 4: Optional annex to allow any Contracting Party that has developed national 
targets to provide information on those   
セクション４： 国家目標を策定した締約国が、それらの情報について提供するこ

とができる任意の附属書類  
 
（回答なし） 


