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1. はじめに

レジリエンス社会構築のための「⽣態系を活⽤した
防災・減災（Ecosystem-based disaster risk reduction : 
Eco-DRR）」の重要性を分析すること。
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1.1 ⽬的
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地球温暖化の
影響による
⾃然災害の増加

2

東⽇本⼤震災により
⽇本のレジリエンスの脆弱性が発覚

短期的な経済効率やコストの重視による
中⻑期的なレジリエンスの喪失

4

1.2 背景
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2. レジリエンス

v 近年分野を問わず広い領域で⽤いられている概念。
e.g.）災害、異常気象、経済、地域、社会、暮らしなど

v 分野によって少しずつ違った意味で⽤いられ、複数の定義が存在
する。

5

2.1 定義
レジリエンス（resilience）の定義

システム、企業、個⼈が極度の状況変化に直⾯したとき、
基本的な⽬的と健全性を維持する能⼒
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v 世界経済フォーラムが毎年実施
する、グローバルリスク意識調
査（Global Risk Perception 
Survey : GRPS）の結果により作
成。

v 喫緊の環境問題
◆異常気象・気温
◆⽣物多様性の喪失
◆⼤気・⼟壌・⽔質汚染
◆気候変動の緩和・適応の失敗
◆低炭素社会への移⾏に伴うリ
スクなど

6

2.2 グローバルリスクとレジリエンス
2008 2012 2018

1 �{3k�QH l�_VkR }Sp�

2 0h�[</M
�f���
�

�d/D�
�wvO

3 ��BP¡

��	����BP

tN:i��

a7��GJ
��&.cb

4 �r-��3k�X� ��&.cb
#. �/o8|

�
���

5 5�B����

]Y~Z
q2�>n

p4I;��@�

�W��Ke

1 �{3k�QH
J�m���"(!�

����
J��H6A

2 �+.&*=�`9

¢5�B£
q2�>n }Sp�

3 0B��s^��=

¢<6%£ ��/�>n �wvO

4 �r-��3k�X�
�g���
�

�d/D�

p4I;��@�

�W��Ke

5 ',#(!�

¢TE\j�£

�$*�.-

�{x3k�XuI;
q>n

�

z

�

?

�

Y

�

 

�

�

+
¤

&

*

)

�

�

U

�

�

J

�

�

�

+
¤

&

*

)

�

�

��s��yF��CdL���1��"�%+�.

グローバルリスクの変遷

出所︓The World Economic Forum(2018).
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2.3 レジリエンスと⽣態系を活⽤した防災・減災

供給サービス 調整サービス 文化的サービス

　◆食糧

　◆淡水

　◆木材および繊維

　◆燃料

　◆その他

　◆気候調節

　◆局所災害の緩和

　◆水質調整

　◆土壌侵食の抑制

　◆淡水制御

　◆水質浄化

　◆疾病制御

　◆その他

　◆審美的

　◆精神的

　◆教育的

　◆レクリエーション的

　◆その他

◆栄養塩の循環　　◆土壌形成　　◆一次産業　　◆その他

基盤サービス

生態系サービス

出所︓Millennium Ecosystem Assessment（2007）より筆者作成。

v ⽣態系サービスとは、⽣態系から⼈々が得られる恵みのこと。
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v我々の暮らしは、⽣態系サービスに依存している。
v社会経済システムを駆動する上で必要不可⽋。

出所︓Millennium Ecosystem Assessment（2007）より筆者作成。
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v 湿原や森林、沿岸の適切に管理された⽣態系は、⾃然のインフラ
として機能

v ⽣態系は撹乱を受けても⾃律的に回復する能⼒（レジリエンス）
を持つ。
→⾃然現象と⼈命・財産との緩衝帯として⽤いたとしても、
⽣物多様性と⽣態系サービスの維持・確保ができる。

9

⽣態系を活⽤した防災・減災
（Ecosystem-based disaster risk reduction ; Eco-DRR）

⽣態系と⽣態系サービスを維持することで、危険な⾃然現象に対す
る緩衝帯・緩衝材として⽤いるとともに、⾷糧や⽔の供給などの機
能により、⼈間や地域社会の⾃然災害への対応を⽀える考え⽅。
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3. 先行事例

県⺠緑税を活⽤した森林整備
（兵庫県）

蕪栗沼と周辺地域における湿地復元
（宮城県）

六甲⼭系における森林再⽣
（兵庫県）

ベトナム⾚⼗字社による
マングローブ林の保護・再⽣

（ベトナム）

ニュージーランドの
湿原保全による洪⽔緩和
（ニュージーランド）

千歳川河川整備による洪⽔緩和
（北海道）

Eco-DRR
実施事例
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v ⽬的
（1）森林の荒廃による災害時の被害拡⼤防⽌
（2）都市における緑の持つ公益的機能の保全

v 事業内容
◆県⺠緑税の実施
（個⼈︓800円/年、法⼈︓資本⾦等の額に応じて課税）
◆税収を財源とした「災害に強い森づくり」
⑴緊急防災林整備
⑵⾥⼭防災林整備
⑶針葉樹林と広葉樹林の混交林整備
⑷野⽣動物育成林整備

11

3.1 県⺠緑税を活⽤した森林整備
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v 便益あるいは効果

12

土砂流出防止機能
年間の土砂流出防止量　合計26,351㎥
10tダンプトラック約4,200台分に相当

水源かん養機能 年間の水資源の平均貯留量増加分　合計4,279千㎥

二酸化炭素吸収機能

年間の二酸化炭素吸収量　合計53,407t
1年間に約1万6百世帯（人口約2万5千人）から排出される
二酸化炭素を吸収

経済的効果

数量的評価

投資額77億円に対して、535億円の効果が得られた

出所︓兵庫県（2010）より筆者作成。
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v ⽬的

（1）⼟砂災害防⽌ （2）⽔源かん養

v 事業内容

◆「六甲⼭系グリーンベルト事業」

従来の砂防事業に加え、⼭腹⼯として砂防樹林帯の保全・育成を図る

v 便益あるいは効果

◆六甲⼭系における森林の公益的機能の評価︓コンジョイント分析

◆公益的機能に対する限界⽀払意志額

⼟砂流出防⽌能⼒︓142.2円/% ハイキングコース︓8.4円/km
保⽔能⼒ ︓114.1円/% 野⿃の種類 ︓29.2円/種
⼤気浄化能⼒ ︓137.1円/%

13

3.2 六甲⼭系における森林整備
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v ⽬的
台⾵や嵐による⾼潮などの沿岸災害の被害抑制
◆マングローブ林の持つ⾼い防波効果

v 事業内容
◆⽇本⾚⼗字社が災害対策事業を⽀援
◆マングローブの植林
◆防災教育
◆「第4次5カ年計画」
コミュニティーの災害対応⼒や回復⼒の向上を⽬標とした
取り組み

14

3.3 ベトナム⾚⼗字社によるマングローブ林の保護・再⽣
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v便益あるいは効果
◆2012年時点でのマングローブ林植林⾯積が1万77haに到達
◆2013年に発⽣した台⾵の被害防⽌
◆堤防の維持費年間730万ドルを削減
◆地元住⺠の収⼊増加、⽣活向上
◆気候変動の影響緩和
2億1,800万ドル相当の経済的価値

◆地元住⺠の災害対応・防災能⼒の向上
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v ⽬的
千歳川における⽔害対策

v 事業内容
◆「千歳川河川整備計画」
遊⽔地活⽤と堤防強化により治⽔機能を強化
◆河岸の植⽣復元
◆遊⽔地郡の整備︓6つの遊⽔地を整備

v 便益あるいは効果
◆舞鶴遊⽔地周辺で、タンチョウの⾶来が確認されている。
◆過去5回発⽣した洪⽔において、浸⽔被害を軽減。
→2014年の経済的便益は2,640億円

16

3.4 千歳川河川整備による洪⽔緩和
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v ⽬的
（1）⽣態系の保全 （2）洪⽔緩和・⽔質管理
◆ワンガマリノ湿地は239種の動植物が⽣息（990万ドルの経済的価値）
◆1989年に同湿地の⼀部がラムサール条約湿地に登録

v 事業内容
◆湿地とワイカレ湖を運河で繋ぎ、⾃然の貯⽔池化。
◆制御⾨を設置することで、洪⽔時の川からの逆流を防⽌。
◆上記の施設と⽣態系を併⽤し、洪⽔時の⽔の流れを制御することで
防災機能を⾼めた。
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3.5 ニュージーランドの湿原保全による洪⽔緩和

レジリエンス社会構築のための⽣態系を活⽤した防災・減災 L16SS009 北村璃⼦



v 便益あるいは効果
◆貯⽔機能により、洪⽔ピークを抑え、周辺の⼟地の被害を低減。
◆洪⽔防⽌機能
経済的価値は毎年60万ドル
1998年に発⽣した⼤規模洪⽔の際の経済的価値は400万ドル

◆野⿃狩り、遊漁、観光、バードウォッチングなどによる収益
→湿地の保全に活⽤されている

◆⼆酸化炭素吸収機能
泥炭形成の過程で1haあたり年間最⼤0.5t
マヌカ（常緑低⽊）は年間最⼤9t
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v ⽬的
（1）治⽔ （2）景観や⽣態系の保全
◆蕪栗沼（かぶくりぬま）は220種類以上の⿃類や、127種もの
絶滅危惧種が確認されている⽣物多様性の宝庫

v 事業内容
◆隣接し休耕されていた⽔⽥に常時湛⽔を⾏い、湿地に戻した。
◆⼤規模なガン類の越冬地を形成。
◆渡り⿃の伝染病蔓延や沼の⽔質汚染を防⽌のため、冬の⽥んぼに
⽔を張る「ふゆみずたんぼ（冬期湛⽔）」を開始。

19

3.6 蕪栗沼と周辺地域における湿地復元
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v 便益あるいは効果
◆蕪栗沼の規模が150haに拡⼤
◆全国的に有名な⽔⿃の⼀⼤⾶来地を形成
◆「ふゆみずたんぼ（冬期湛⽔）」の発⾒
◆「ふゆみずたんぼ」による副次的効果
○イトミミズの施肥効果及び抑草効果
○良質な天然の肥料
○雑草の抑制
○ブランド⽶
◆2005年蕪栗沼とその周辺⽔⽥がラムサール条約湿地に登録
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4. 結論

21

出所:兵庫県(2010)、柘植(2001)、
⽇本⾚⼗字社(2014)、国⼟
交通省(2018)、Department 
of Conservation, New 
Zealand(2007)、荒尾(2012)
より筆者作成。
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気候変動対策への貢献

経済的便益の取得

⽣態系の緩衝帯としての利⽤1

整備・維持管理の低コスト化2

平時の⽣態系サービス発揮への寄与3

災害に強い地域コミュニティーの形成4

地域活性化への寄与5

6

7

⽣態系・⽣態系サービス
×

⼈⼯構造物

◆より⾼い防災・減災
機能を発揮
◆レジリエンス向上
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