
複
数
の
ま
ち
を
超
え
て
生
息
す
る
の
で
、

隣
の
ま
ち
と
も
連
携
が
必
要
で
す
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
海
の
向
こ
う
と
も
連
携

し
な
け
れ
ば
将
来
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

日
韓
の
交
流
が
拡
大

昨
秋
、
大
陸
と
の
連
携
を
促
す
2
つ

の
象
徴
的
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

韓
国
の
飼
育
施
設
を
飛
び
立
っ
た
1
羽

が
11
月
に
長
崎
県
五
島
市
に
舞
い
降
り

（
1
月
21
日
現
在
滞
在
中
）、
10
月
に
は

豊
岡
を
出
た
1
羽
が
韓
国
の
全
羅
南
道

に
舞
い
降
り
て
、
イ
エ
サ
ン
郡
か
ら
の

放
鳥
個
体
や
北
か
ら
の
越
冬
個
体
と
一

緒
に
過
ご
し
た
の
で
す
。
人
間
よ
り
鳥

の
方
が
常
に
一
歩
先
に
進
ん
で
い
ま
す
。

負
け
て
は
い
か
ん
と
、
年
末
に
訪
韓
し

関
係
者
と
熱
く
語
り
合
っ
て
き
ま
し
た
。

ゴ
ー
ル
は
、
東
ア
ジ
ア
全
体
で
の
生
息

を
取
り
戻
す
こ
と
で
す
。
一
つ
一
つ
課

題
を
切
り
拓
い
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ

れ
の
地
で
考
え
る
の
で
な
く
、
足
を
運

び
、
顔
を
突
き
合
わ
せ
て
一
緒
に
考
え

る
こ
と
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ

と
が
大
事
と
実
感
し
た
次
第
で
す
。

る
で
し
ょ
う
。

地
域
個
体
群
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
、

豊
岡
で
の
先
行
事
例
で
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
、
10 

km
四
方
く
ら
い
の
エ
リ

ア
で
数
ペ
ア
が
テ
リ
ト
リ
ー
を
持
ち
な

が
ら
継
続
し
て
繁
殖
し
、
次
の
新
ペ
ア

は
そ
の
外
で
営
巣
。
や
が
て
周
辺
の
自

治
体
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で

す
。
昨
年
は
、
東
の
京
丹
後
市
や
南
の

養
父
市
へ
繁
殖
地
が
広
が
り
ま
し
た
。

こ
の
事
例
を
基
に
、
繁
殖
が
成
功
し
た

雲
南
市
や
鳴
門
市
を
考
え
て
み
ま
す
。

定
着
す
る
繁
殖
ペ
ア
の
デ
コ
イ
効
果
も

あ
っ
て
、
他
の
個
体
が
来
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
繁
殖
を
誘
引
し
て

い
く
も
の
と
し
て
、
人
工
巣
塔
と
ビ
オ

ト
ー
プ
の
設
置
が
効
果
的
で
す
。
当
会

で
は
、
既
に
京
丹
後
、
雲
南
、
高
砂
に

設
置
し
、
今
、
長
浜
で
準
備
中
で
す
。

野
生
復
帰
に
は
、
水
田
、
河
川
、
ビ

オ
ト
ー
プ
等
の
湿
地
保
全
・
再
生
・
創

出
を
官
・
民
幅
広
く
連
携
し
て
進
め
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
ラ
ム
サ
ー
ル
の
考

え
を
導
入
す
る
と
さ
ら
に
効
果
的
で
す
。

と
こ
ろ
で
今
回
の
拡
張
で
は
、
喜
ん

で
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
面
も
あ
り
ま

し
た
。
何
せ
、
第
一
弾
の
管
理
計
画
が

い
ま
だ
策
定
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
治

水
工
事
最
優
先
の
現
状
が
あ
り
、
住
民

に
と
っ
て
は
条
約
登
録
の
意
義
・
成
果

が
実
感
で
き
ず
に
い
ま
す
。
ま
ち
づ

く
り
の
方
向
性
の
な
い
ま
ま
行
政
に
よ

る
登
録
手
続
き
だ
け
が
独
り
で
歩
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
こ
は
一

度
、
民
主
主
義
と
地
方
自
治
に
基
づ
い

て
、
多
様
な
主
体
で
湿
地
を
保
全
・
再

生
し
ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス
し
て
い
く
筋
道
を

築
い
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
と

て
も
難
し
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、「
コ

ウ
ノ
ト
リ
野
生
復
帰
」
を
核
に
置
く
と
、

案
外
す
っ
き
り
と
整
理
で
き
、
次
の
一

歩
を
踏
み
出
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

野
生
復
帰
の
様
子
を
少
し
見
て
み
ま
し

ょ
う
。

繁
殖
地
が
拡
大

コ
ウ
ノ
ト
リ
の
数
が
約
1
5
0
羽
と

増
加
し
、
全
国
各
地
を
飛
翔
す
る
う
ち

に
、
い
く
つ
か
の
地
で
ペ
ア
が
で
き
、

繁
殖
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
今
年
も

ど
こ
か
の
地
で
新
た
な

カ
ッ
プ
ル
が
で
き
て
営

巣
し
て
く
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
い
く
つ
か
の
地
域

で
、
単
独
繁
殖
→
地
域

個
体
群
へ
と
進
展
し
て

い
け
ば
、
よ
う
や
く
コ

ウ
ノ
ト
リ
の
将
来
像
は

明
る
く
な
っ
た
と
言
え

条
約
湿
地
が
拡
大

昨
秋
の
ド
バ
イ
で
の
C
O
P
13
に
お

い
て
、
円
山
川
下
流
域
・
周
辺
水
田

の
登
録
エ
リ
ア
が
拡
張
さ
れ
ま
し
た
。

2
0
1
2
年
に
、
円
山
川
の
河
口
か
ら

11
・
4

km
と
周
辺
4
地
区
の
水
田
・
ハ

チ
ゴ
ロ
ウ
の
戸
島
湿
地
な
ど
1
5
5
ha

が
登
録
済
で
あ
り
、
今
回
さ
ら
に
円
山

川
が
6
・
2

km
延
伸
さ
れ
、
支
流
の
出

石
川
が
合
流
部
か
ら
3
・
0

km
、
2
地

区
の
水
田
2
3
6
ha
が
加
わ
っ
て
、
合

計
1
0
9
4
ha
の
条
約
湿
地
と
な
り
ま

し
た
。

今
回
の
拡
張
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
野

生
復
帰
に
取
り
組
む
豊
岡
市
に
と
っ

て
、
生
息
に
適
す
る
水
辺
環
境
が
ま
と

ま
っ
て
存
在
す
る
円
山
川
下
流
域
は
順

次
条
約
に
登
録
し
て
い
こ
う
、
と
の
戦

略
（
？
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
そ
の

第
二
弾
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

今
後
も
引
き
続
き
、
野
生
復
帰
の
進
展

と
併
行
し
て
、
登
録
エ
リ
ア
が
拡
張
さ

れ
続
け
て
い
く
よ
う
要
望
し
、
活
動
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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2

2
0
1
8
年
10
月
18
日
、
南
三
陸
町

の
志
津
川
湾
は
日
本
で
52
番
目
の
ラ
ム

サ
ー
ル
条
約
湿
地
と
な
り
ま
し
た
。
志

津
川
湾
は
宮
城
県
の
北
東
部
に
あ
り
、

リ
ア
ス
式
海
岸
が
連
な
る
三
陸
復
興
国

立
公
園
の
南
部
に
位
置
し
ま
す
。
深
く

入
り
込
ん
だ
湾
は
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
、

穏
や
か
な
環
境
を
利
用
し
た
養
殖
業

が
古
く
か
ら
行
わ
れ
る
な
ど
、
豊
富
な

海
産
物
が
人
々
の
生
活
を
支
え
て
き
ま

し
た
。

そ
の
豊
か
さ
を
象
徴
す
る
自
然
環
境

が
、
海
の
中
に
広
が
る
森
や
草
原
で
す
。

海
藻
の
森
や
海う
み
く
さ草
（
ア
マ
モ
な
ど
の
種

子
植
物
）
の
草
原
は
「
藻も

ば場
」
と
呼
ば

れ
、
陸
上
の
森
や
草
原
と
同
様
に
、
生

態
系
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。
特
に
志
津
川
湾
で
は
、
冷

た
い
海
を
代
表
す
る
コ
ン
ブ
類
の
マ
コ

ン
ブ
と
、
暖
か
い
海
を
代
表
す
る
コ
ン

ブ
類
の
ア
ラ
メ
の
藻
場
が
共
存
す
る
独

特
の
自
然
環
境
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
2
0
1
0
年
9
月
、
志

津
川
湾
は
環
境
省
が
選
定
す
る
「
ラ
ム

サ
ー
ル
条
約
湿
地
潜
在
候
補
地
」
に
選

ば
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
絶
滅
危
惧
種

タ
チ
ア
マ
モ
を
含
む
海
草
種
群
の
多

様
性
な
ど
か
ら
、「
日
本
の
重
要
湿
地

5
0
0
」
に
も
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら
、
2
1
0
種
以

上
の
海
藻
・
海
草
類
が
確
認
さ
れ
、
さ

ら
に
5
5
0
種
以
上
の
海
洋
生
物
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
生
物
多
様
性
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
の
が
、
南
三
陸
沿
岸

を
流
れ
る
海
流
で
す
。
南
か
ら
流
れ
る

暖
流
の
「
黒
潮
」
と
、
北
か
ら
流
れ
る

寒
流
の
「
親
潮
」、
さ
ら
に
、
日
本
海
を

北
上
す
る
暖
流
の
対
馬
海
流
が
津
軽
海

峡
を
東
に
抜
け
、
そ
の
後
三
陸
沿
岸
に

沿
っ
て
南
下
す
る
「
津
軽
暖
流
」
の
3

つ
の
海
流
の
影
響
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
受

け
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
海
洋
環

境
を
背
景
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
海
流
に
由

来
す
る
生
物
種
が
分
布
す
る
ユ
ニ
ー
ク

な
自
然
環
境
を
形
作
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
志
津
川
湾
で
は
毎
冬
1
0
0

〜
2
0
0
羽
程
の
コ
ク
ガ
ン

の
渡
来
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
コ
ク
ガ
ン
は
国
の
天
然

記
念
物
で
絶
滅
危
惧
種
に
も

指
定
さ
れ
て
い
る
希
少
種
で

す
。
海
藻
の
ア
オ
サ
類
や
海

草
類
の
葉
を
主
に
食
べ
る
た

め
、
餌
の
供
給
源
と
な
る
海

藻
・
海
草
藻
場
の
安
定
し
た

存
在
は
、
コ
ク
ガ
ン
が
安
心
し
て
越
冬

す
る
た
め
の
環
境
条
件
を
十
分
に
満
た

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
藻
場
は
、
ウ

ニ
や
ア
ワ
ビ
、
魚
類
を
は
じ
め
と
す
る

磯
根
資
源
（
磯
に
根
付
い
て
生
活
す
る

水
産
業
に
重
要
な
動
植
物
）
を
育
む
重

要
な
存
在
で
す
。
藻
場
を
保
全
す
る
こ

と
は
、
コ
ク
ガ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
水

鳥
た
ち
の
生
活
域
を
守
る
こ
と
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。
コ
ク
ガ
ン
は
、
志
津
川

湾
の
恵
み
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
象
徴
的
な

存
在
と
言
え
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
後
、
南
三
陸
町
は

「
森　
里　
海　
ひ
と　
い
の
ち
め
ぐ
る
ま

ち
南
三
陸
町
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
自
然

と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
き

ま
し
た
。
一
方
で
、
三
陸
沿
岸
で
は
大

規
模
な
復
旧
工
事
が
長
期
間
継
続
し
、

環
境
は
大
き
な
変
化
を
続
け
て
い
ま
す
。

人
の
営
み
と
自
然
環
境
の
保
全
の
バ
ラ

ン
ス
を
ど
う
保
っ
て
い
く
の
か
が
大
き

な
課
題
で
す
。
地
域
の
自
然
は
地
域
の

宝
で
す
。
地
域
の
方
々
が
そ
の
宝
に
親

し
み
、
理
解
し
、
そ
し
て
伝
え
る
取
り

組
み
を
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

今
回
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
へ
の
登

録
が
、
地
域
を
越
え
た
大
き
な
動
き
に

繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

志
津
川
湾
が
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
に

登
録
さ
れ
ま
し
た
─
─
─
─
─
南
三
陸
町
農
林
水
産
課
任
期
付
研
究
員

阿
部
拓
三

志津川湾

アラメの藻場

コクガン

「
和
白
干
潟
の
子
供
調
査
隊
・
ガ
タ

レ
ン
ジ
ャ
ー
」
の
活
動
は
3
年
を
経
過

し
ま
し
た
。
毎
年
、
和
白
干
潟
の
さ
ま

ざ
ま
な
環
境
で
5
回
調
査
を
し
て
い
ま

す
。
ガ
タ
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
は
2
つ
の
ミ

ッ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
生
物

調
査
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
成
果
を

啓
発
す
る
こ
と
で
す
。
2
0
1
8
年
10

月
に
制
作
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ

オ
“
大
好
き
! !
和
白
干
潟
”
も
そ
の
啓

発
ツ
ー
ル
と
し
て
制
作
し
ま
し
た
。
活

動
で
撮
影
し
た
動
画
と
写
真

に
加
え
て
、
新
た
に
人
物
や

メ
ッ
セ
ー
ジ
も
加
え
て
90
秒

に
ま
と
め
ま
し
た
。
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
動
画
サ
イ
ト
で
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
ま
た
地
域
の
文
化
祭
や

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
ブ
ー
ス
で

エ
ン
ド
レ
ス
で
パ
ソ
コ
ン
放

映
を
し
た
り
し
て
、
好
評
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
子
供

た
ち
の
笑
顔
を
通
じ
て
、
シ

ン
プ
ル
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
和

白
干
潟
の
魅
力
を
伝
え
る
ツ

ー
ル
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
活
動
は
H
S
B
C
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
W
I
S
E
の
支

援
を
受
け
て
実
施
し
ま
し
た
。

“
ク
ロ
ツ
ラ
ヘ
ラ
サ
ギ
・
プ
ー
の
手

紙
”
は
、
松
本
が
関
わ
っ
て
い
る
絶
滅

危
惧
種
の
ク
ロ
ツ
ラ
ヘ
ラ
サ
ギ
を
テ
ー

マ
に
し
て
個
人
的
に
制
作
し
た
絵
本
で

す
。
10
年
ほ
ど
前
に
制
作
し
た
「
プ
ー

の
約
束
」
に
続
く
第
2
作
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
台
湾
や
香
港
、
韓
国
の

関
連
団
体
や
友
人
な
ど
に
も
送
っ
て
好

評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

テ
ー
マ
は
こ
れ
ま
で
各
地
で
ク
ロ

ツ
ラ
ヘ
ラ
サ
ギ
が
生
存
を
脅
か
さ
れ
て

き
た
課
題
を
取
り
上
げ
て
、
幼
い
ク
ロ

ツ
ラ
ヘ
ラ
サ
ギ
の
プ
ー
が
そ
れ
ら
の
経

験
を
通
し
て
人
間
に
手
紙
を
書
く
と
い

う
内
容
で
す
。
で
も
手
紙
の
内
容
に
は

触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
物
語
を
読
ん

だ
子
供
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
感
じ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
の
“
読
み
聞
か
せ
”
を
意
識
し
て
制

作
し
ま
し
た
。
文
章
は
、
渡
り
鳥
を
守

る
た
め
に
国
際
協
力
が
必
要
な
こ
と
、

同
じ
本
を
い
ろ
ん
な
国
の
人
が
同
時
に

読
ん
で
い
る
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
う
た

め
に
日
本
語
、
英
語
、
韓
国
語
、
中
国

語
（
4
か
国
語
列
記
）
で
書
い
て
い
ま

す
。
近
い
将
来
、
子
供
た
ち
の
感
想
の

交
流
な
ど
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ビデオ“大好き!!和白干潟”は、https://
gata-ranger.jimdo.com/で視聴できます

絵本“クロツラヘラサギ・プーの手紙”は、
https://wetland-forum.jimdofree.com/か
ら購入できます

和白干潟のプロモーションビデオと、クロツラヘラサギの絵本
ウエットランドフォーラム代表／ラムネットJ理事　松本　悟
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東
京
都
大
田
区
。
浜
松
町
と
羽
田
空

港
を
結
ぶ
東
京
モ
ノ
レ
ー
ル
の
流
通
セ

ン
タ
ー
か
ら
15
分
ほ
ど
歩
く
と
、
緑
の

木
々
が
茂
っ
た
一
帯
に
た
ど
り
着
き
ま

す
。
東
京
湾
奥
部
に
あ
た
る
こ
の
あ
た

り
は
、
元
々
は
浅
瀬
の
海
が
広
が
り
ノ

リ
の
養
殖
な
ど
の
漁
業
が
盛
ん
な
地
域

で
し
た
。
し
か
し
、
1
9
6
0
年
代
に

埋
め
立
て
ら
れ
大
井
ふ
頭
と
姿
を
変
え

ま
し
た
。
放
置
期
間
に
池
や
湿
地
、
草

地
や
ア
シ
原
が
広
が
り
、
野
鳥
を
は
じ

め
と
す
る
多
種
多
様
な
生
き
も
の
が
生

息
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

野
鳥
を
楽
し
む
人
々
も
集
ま
っ
て
き
ま

し
た
。
本
来
市
場
が
建
つ
予
定
で
し
た

が
、
地
元
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
保
護

運
動
が
お
こ
り
、
そ
の
熱
意
に
東
京
都

も
理
解
を
示
し
1
9
8
9
年
東
京
港
野

鳥
公
園
と
し
て
開
園
し
ま
す
。

公
園
の
面
積
は
36 

ha
。
西
側
は
田
ん

ぼ
や
雑
木
林
、
淡

水
池
の
水
を
循
環

さ
せ
た
小
川
な
ど

里
山
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
エ
リ
ア
。
東

側
は
2
つ
の
淡
水
池

と
水
門
で
東
京
湾
と

つ
な
が
る
人
工
干
潟

が
復
元
さ
れ
た
水
辺

の
エ
リ
ア
で
す
。
こ

れ
ま
で
に
2
2
7
種
の
鳥
類
が
確
認
さ

れ
、
2
0
0
0
年
6
月
に
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
参
加

湿
地
と
な
り
、
国
際
的
に
シ
ギ
・
チ
ド

リ
類
の
重
要
な
生
息
地
で
あ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。
拠
点
施
設
と
な
る

ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
は
干
潟
を
見
渡

せ
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
地
下

1
階
に
は
干
潟
の
上
を
歩
け
る
遊
歩
道

が
あ
り
ま
す
。
カ
ニ
の
仲
間
や
、
東
京

湾
が
生
息
地
の
北
限
と
な
る
ト
ビ
ハ
ゼ

な
ど
の
貴
重
な
生
き
も
の
を
間
近
に
観

察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
年
、
開
園
30
年
を
迎
え
ま
す
が
、

周
辺
地
域
も
公
園
の
環
境
も
、
そ
し
て

関
わ
る
人
々
も
変
化
し
て
き
ま
し
た
。

埋
め
立
て
地
に
人
工
的
に
自
然
を
作
り

直
し
た
こ
の
場
所
は
、
野
鳥
の
生
息
環

境
の
再
現
と
保
全
を
大
き
な
目
的
と
し

た
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
で
す
。
こ
の
節
目

の
年
に
、
ど
う
し
た
ら
野
鳥
を
は
じ
め

と
す
る
生
き
も
の
に
と
っ
て
よ
り
良
い

環
境
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
自
然
に
親

し
め
る
場
所
と
し
て
次
世
代
へ
と
つ
な

げ
て
行
く
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
「
場
」

で
あ
る
べ
き
か
、
今
一
度
見
直
す
こ
と

が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

都
立
東
京
港
野
鳥
公
園
（
東
京
都
）

1970年代の野鳥公園の風景

干潟を見渡せるネイチャーセンター

干潟で休むシギ・チドリの仲間

（
公
財
）日
本
野
鳥
の
会
　
チ
ー
フ
レ
ン
ジ
ャ
ー
　
森
　
初
恵

東京港
野鳥公園

敦賀市

琵琶湖 神奈川県

千葉県東京都

ラ ム サ ー ル 条 約 第 13 回 締 約 国 会 議
（COP13）において「地球湿地概況（Global 
Wetland Outlook）」（以下「GWO」といい
ます）が発表されました。

GWOは、ラムサール条約事務局が世界
の湿地の現状と傾向、対応について初めて
網羅的にまとめた報告書です。英文で、サ
マリー（要約）8頁、全体で88頁という大
部ですが、写真や図表が豊富に使われてお
り、とっつきは悪くないです。2019年前
半には環境省からの邦訳が出される予定と

の情報もきいていますので、よりアクセ
スしやすくなるでしょう。

GWOについては、COP13の本会議の
中でも、STRP（科学技術委員会）代表
がプレゼンテーションを行っていました。
今後しばらくは湿地の保護を語る際の最
重要資料となるでしょう。

さて、GWOによれば、「1970年以降、
湿地の約35 %が消滅し（森林消滅の3倍
のスピード）、陸域の湿地に生息する種
の81 %、沿岸・海洋域の種の36 %が減
少した。」「湿地に依存する種の25 %は
絶滅の危機にある。」と危機的な状況が
報告されています。

その他にも、湿地の種別（陸域、沿
岸域、人工湿地）や、湿地の所在地域別

（アフリカ、アジア、ヨーロッパ等）、各
湿地に依存する種の別（海草、サンゴ、
両生類、ウミガメ、水鳥、ほ乳類等）に、
その現状と傾向の分析が報告されていま
す（たいがい危機的です）。

今回のCOP13では、GWOを踏まえた
決議が多数採択されています。例えば、
GWOでは泥炭湿地に極めて強力な炭素
吸収力があると報告され（陸地の3 %に
過ぎないものの世界の全森林の2倍の炭
素吸収量）、これが決議13「気候変動へ

の緩和と適応、生物多様性の強化のため
の劣化した泥炭地の再生」に結びついて
います。炭素吸収に関しては、同じく
沿岸域湿地の炭素吸収力に着目した決
議14「沿岸域におけるブルーカーボン生
態系の保全、再生、持続可能な管理の促
進」も挙げられます。また、GWOは湿
地に依存する種の現状分析を行い、特に
沿岸域に依存しているウミガメの絶滅危
惧指数を100 %としており（ちなみに淡
水爬

はちゅう

虫類40 %、サンゴ33 %）、これが決
議24「ウミガメの繁殖、採餌、子育て地
の保全の強化と重要な地域のラムサール
条約湿地への登録」につながっています。

GWOは、悲観的な現状報告にとどま
ることなく、健全な湿地の保全と回復に
向けた指針も示しています。ラムサール
条約湿地として登録するだけではなくき
ちんと管理していくこと、開発計画に湿
地保護を組み入れていくこと、縦割りを
廃した湿地保護の法と政策をあらゆるレ
ベルで推し進めること、地域社会やビジ
ネスにむけ湿地保護による経済的インセ
ンティブを適用すること等々です。

総じて、GWOには、現状に対する危
機感とともに、ラムサール条約が湿地保
護に特化した唯一の国際条約であって50
年近くもその役割を担ってきたという強
い自負心を感じます。私たちもこの思い
を共有し、今後、GWOを存分に活用し
ていきたいと思います。

ラムネットJ理事　永井光弘

GWOの表紙（左）と湿地の増減の解説ページ（右）。
以下のURLのページから、PDF版のGWOをダウン
ロードすることができます。https://www.global-
wetland-outlook.ramsar.org/outlook

「地球湿地概況（GWO）」が公表されました
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ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットJ）の活動は、会員の皆様からの会費や、
カンパ、助成金などでまかなっています。ぜひ、ラムネットJのサポーター（一般賛助
会員）になって会の活動を支援してください。もっと積極的に湿地保護にかかわりたい
方は、会の運営や活動を担う一般正会員としての入会をお待ちしています。そのほか、
団体や企業としての入会も可能です。詳しくは事務局までお問い合わせください。

会員の特典
機関誌「ラムネットＪニュースレター」を送付するほか、会員限定のメーリングリスト
に参加できます。ラムネットJが主催する催しの参加費が割引になる場合もあります。

入会申込方法
●郵便振替　郵便振替用紙（払込取扱票）の通信欄に、ご希望の会員種別、お名前、住
所、電話番号、Eメールアドレスをご記入の上、年会費をお振り込みください。一般銀
行から振り込む場合は（払込取扱票への記入ができませんので）振り込み後に上記の申
込事項をEメール、FAX、郵便等で右記の事務局までお知らせください。
●ウェブサイト　一般賛助会員、一般正会員については、ウェブサイトからオンライン
での入会も可能です。http://www.ramnet-j.org/join/にアクセスし、「入会申込フォー
ム」に記入して送信してください。年会費は郵便振替でご送金いただくか、ペイパルを
使ってオンラインで決済することも可能です（クレジットカードも使用できます）。

振　込　先
ゆうちょ銀行　 振替口座 00140-0-765702　ラムサール・ネットワーク日本

（一般銀行から） ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキュウ）店 
 　当座預金 0765702　ラムサール　ネットワークニホン

会員
種別

正会員 賛助会員

総会での議決権が
あります

総会での議決権が
ありません

一　般 1口 5,000円 1口 2,000円

団　体 1口 10,000円 1口 10,000円

特　別 50,000円 以上 30,000円 以上

企　業 − 1口 100,000円

ラムサール・ネットワーク日本  会員募集 !!
会員種別と入会申込金（年会費）

年会費（入会金）
年会費は毎年4月から翌年3月までの1年分です。
入会初年度は、年度途中の入会でも入会金として
1年分の会費をいただきます。2 〜 3月に入会の
場合、初年度の年会費（入会金）は無料となり、
4月からの次年度の年会費としていただきます。

事　務　局
NPO法人 ラムサール・ネットワーク日本
〒110-0016  東京都台東区台東1−12−11
青木ビル3F　TEL/FAX 03-3834-6566
Eメール info ramnet-j.org

　5月22日の「国際生物多様性の日」を中心に、生物
多様性を向上させるキャンペーン「グリーンウェイブ」が、
世界各国で開催されています。日本でも環境省などの主
催で毎年実施されていますが、その活動を湿地にも拡げ
ることを目的に、ラムネットJは「湿地のグリーンウェ
イブ」として独自に参加団体を募り、環境省の「グリー
ンウェイブ」と連携しています。
　今年も湿地のグリーンウェイブへの参加団体の募集を
開始しました。海や川や田んぼなど水辺での自然観察会、
田植えや湿地の保全作業、学習会・シンポジウム・ワー
クショップなど、湿地の保全や賢明な利用を目的にみな
さんが実施される多様な活動をぜひ登録してください。
詳しくは湿地のグリーンウェイブのホームページ（http://
www.ramnet-j.org/gw/）をご覧ください。

●�申込方法：下記URLの「参加団体募集」のページをご
参照の上、参加申込書をダウンロードしてお送りいた
だくか、ウェブのフォームからお申し込みください。
　http://www.ramnet-j.org/gw/boshu.html
●申込締切：2019年2月28日（木）※第1次締切
●申込先、お問い合わせ：ラムネットJ事務局
　担当者宛Eメール�gw ramnet-j.org

　この全国集会では、ラムサール条約の水田決議採択10年の節目にあたって、
これまでの活動を振り返り、2020年以降の活動に向けた議論を行います。第
1部では、2018年に行われた地域交流会や意見交換会の状況、ラムサール条
約COP13における水田の生物多様性保全をめぐる動きや、ブータンでの循環
型有機稲作支援プロジェクトの報告を行います。第2部では、田んぼ10年プロ
ジェクト登録者から、生きものと共に進める稲作を将来にわたって継続するた
めに必要な流通と消費に関わる活動について報告していただきます。第3部で
は、水田決議の実施状況を確認し、今後の取り組みについて議論を進めます。

●日　時：2019年2月24日（日）10:30 〜 17:40
●場　所：TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター　カンファレンスルーム4C
　　　　　（東京駅八重洲中央口から徒歩5分�、地図は下記URL参照）
　　　　　http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-yaesu/access/
●プログラム（予定）
　第１部　2018年度の活動を振り返って（10：30〜 12：00）
　第2部　各地の活動報告（13：00〜 15：50）
　第3部　ディスカッション「田んぼ10年のこれまでとこれから」
　　　　　（16：00〜 17：30）
●参加申し込みフォーム：http://urx.blue/OG0H
●主　催：ラムネットJ／お問い合わせ：ラムネットJ事務局
　　　　　Eメール�info ramnet-j.org　TEL�03-3834-6566
※この集会は平成30年度独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて開催します。

第4回 田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト
全国集会のご案内（2/24・東京）

湿地のグリーンウェイブ2019
参加団体募集！

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

●
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
九
州
か
ら
湿
地
・
ヘ

ラ
シ
ギ
・
シ
ギ
・
チ
ド
リ
た
ち
を
守
る
」

日
時
：
2
月
2
日
（
土
）
13
時
30
分
〜

16
時　

場
所
：
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
は
か
た

1
0
4
号
室
（
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東

1

−

1

−

33
は
か
た
近
代
ビ
ル
）　

主
催
：

ラ
ム
ネ
ッ
ト
J　

内
容
：
ラ
ム
サ
ー
ル
条

約
C
O
P
13
の
参
加
報
告
や
、
博
多
湾
、

八
代
海
、
有
明
海
で
の
湿
地
保
全
活
動
の

報
告
な
ど
。
お
問
い
合
わ
せ
：
ラ
ム
ネ
ッ

ト
J
事
務
局  info

ram
net-j.org

●
2
0
1
9
年
世
界
湿
地
の
日
の
テ
ー
マ

は
「
湿
地
と
気
候
変
動
」　

ラ
ム
サ
ー
ル

条
約
が
1
9
7
1
年
2
月
2
日
に
採
択
さ

れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
2
月
2
日
は
「
世

界
湿
地
の
日
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ラ
ム
ネ
ッ
ト
J
で
は
右
記
の
福
岡
で
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
、
下
記
の
田
ん
ぼ
10
年
全

国
集
会
を
世
界
湿
地
の
日
の
記
念
行
事
と

し
て
開
催
し
ま
す
。
今
年
の
世
界
湿
地
の

日
の
テ
ー
マ
は「
湿
地
と
気
候
変
動
」で
す
。

湿
地
に
よ
る
炭
素
の
吸
収
や
洪
水
の
軽
減

な
ど
、
気
候
変
動
へ
の
対
策
と
し
て
も
湿

地
保
全
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
な
ど
の
素
材
が
、

世
界
湿
地
の
日
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.w
orldw

etlandsday.org/

）
か

ら
入
手
で
き
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
素
材

は
日
本
国
際
湿
地
保
全
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（https://japan.w

etlands.org/
ja/

）か
ら
日
本
語
訳
版
が
入
手
で
き
ま
す
。

2019年世界湿地の日の
ポスター（英語版）


