
水
みずどり

鳥が中海と宍道湖をつなぐように描
えが

かれており、

両
りょう

湖
こ

の一体感と未
み

来
らい

へ躍
やくどう

動する姿が表現されています。

宍道湖・中海ラムサール条約シンボルマーク

「ラムサール条約」をご存
ぞ ん

じですか？
みなさんの身

み

近
ぢ か

にある、宍道湖と中海は、2005 年（平成 17 年）
11 月 8 日にラムサール条約湿

し っ ち

地として登
と う ろ く

録されました。
ラムサール条約や宍道湖・中海についてご紹

しょう

介
か い

しますので、
ぜひご覧

ら ん

ください。

宍
し ん

道
じ こ

湖・中
な か

海
う み

と
ラムサール条

じょ う

約
や く



保全・再生

交流・学習
(CEPA)

ワイズユース

（賢明な利用）

ラムサール条
じょう

約
や く

について

ラムサール条約の主
しゅ
旨
し

ラムサール条約は、湿
し っ ち

地の保
ほ

全
ぜん

と賢
け ん め い

明な利用を進めることを目的とした条約で、1971 年 2 月
2 日にイランのラムサールという都市で開

かいさい

催された国際会議で採
さいたく

択されました。正式な名
めい

称
しょう

は、
「特に水

み ず ど り

鳥の生
せ い そ く

息地
ち

として国際的に重要な湿地に関する条約」といい、一
い っ ぱ ん

般に「ラムサール
条約」と呼ばれています。現在では水鳥だけでなく、魚

ぎょかいるい

貝類をはじめ湿地の持つ幅
はば

広い機能を
保全するための条約となっています。

ラムサール条約の３つの柱
条約の目的である、湿地の「保全・再

さいせい

生」と「ワイズユース ( 賢明な利用 )」、
これらを促

うなが

す「交流・学習（CEPA）」の３つが条約の基
き

盤
ばん

となる考え方です。

水鳥の生息地としてだけでなく、

私たちの生活を支える重要な生
せいたいけい

態系

として、幅広く湿地の保全・再生を

呼びかけています。

湿地の生態系を維
い じ

持しつつ、

そこから得られる恵
めぐ

みを

持
じ

続
ぞくてき

的に活用します。

湿地の保全や賢明な利用のために、

交流、能
のう

力
りょく

養
ようせい

成、教育、参加、普
ふ

及
きゅう

啓
けいはつ

発

を進めることを大切にしています。



湿
し っ ち

地について

地
ち か

下水
すい

系
けい

（カルスト鍾
しょうにゅうどう

乳洞）

マングローブ林
ばやし

塩
えんせい

性湿地

ダム湖
こ

湧
ゆうすい

水地
ち

遊
ゆうすい

水池
ち

ため池

干
ひ

潟
がた

藻
も ば

場

サンゴ礁
しょう

水
すいでん

田
湖
こ

沼
しょう

河
か せ ん

川

湿原

湿原

ラムサール条
じょう
約
やく
ではほとんどすべての水

みず
辺
べ
が湿地です。

ラムサール条約では、自然にできた湖や
干

ひ

潟
がた

、人間が作った水田、ため池、ダム
など、天

て ん ね ん

然のものでも人工のものであっ
ても「湿地」と定めています。

また、いつも水が流れている川、水が流
れずとどまっている池、雨が多い季節な
ど決まった時期にしかできない湿

し つ げ ん

原や大
きな水たまり、深さ 6 メートルまでの海も

「湿地」です。

このため、地球上のほとんどすべての水
辺が湿地に含

ふく

まれることになります。

あれもこれも湿地です



ラムサール条
じょう

約
や く

登
と う

録
ろ く

湿
し っ ち

地

濤
とうふつ

沸湖
こ

野
の

付
つけ

半
はんとう

島・野
の

付
つけ

湾
わん

風
ふうれん

蓮湖
こ

・春
しゅん

国
くに

岱
たい

霧
きり

多
たっ

布
ぷ

湿
しつげん

原

厚
あっ

岸
けし

湖
こ

・別
べ

寒
かん

辺
べ

牛
うし

湿
しつげん

原

釧
くし

路
ろ

湿
しつげん

原

伊
い ず

豆沼
ぬま

・内
うちぬま

沼

志
し づ

津川
がわわん

湾

蕪
がぶくりぬま

栗沼・周
しゅう

辺
へんすいでん

水田

奥
おくにっこう

日光の湿
しつげん

原

渡
わた

良
ら せ

瀬遊
ゆうすい

水地
ち

谷
や つ

津干
ひ

潟
がた

葛
か

西
さい

海
かいひんこうえん

浜公園

芳
よしがだいらしっちぐん

ヶ平湿地群

東
とうかいきゅうりょうゆうすいしっちぐん

海丘陵湧水湿地群

藤
ふじまえ

前干
ひ

潟
がた

クッチャロ湖
こ

阿
あ

寒
かん

湖
こ

仏
ほとけ

沼
ぬま

化
け

女
じょ

沼
ぬま

涸
ひ

沼
ぬま

秋
あきよしだい

吉台地
ち か

下水
すいけい

系

荒
あら

尾
お

干
ひ

潟
がた

東
ひがし

よか干
ひ

潟
がた

肥
ひ

前
ぜん

鹿
か

島
しま

干
ひ

潟
がた

出
い ず み

水ツルの越
えっとう

冬地
ち

藺
い む た

牟田池
いけ

屋
や く

久島
しまなが

永田
た

浜
はま

サロベツ原
げん

野
や

雨
うりゅうぬましつげん

竜沼湿原

宮
みやじまぬま

島沼

ウトナイ湖
こ

大
おおぬま

沼

くじゅう坊
ぼう

ガツル・タデ原
わらしつげん

湿原

宮
みやじま

島

瓢
ひょう

湖
こ

尾
お ぜ

瀬

琵
び わ こ

琶湖

串
くしもとえんがんかいいき

本沿岸海域

大
おおやまかみいけ

山上池・下
しもいけ

池

立
たてやま

山弥
み だ か

陀ヶ原
はら

・大
だいにち

日平
だいら

片
かた

野
の

鴨
かもいけ

池

中
なかいけ

池見
み

湿
し っ ち

地

三
み

方
かた

五
ご こ

湖

円
まるやまがわ

山川下
か

流
りゅう

域
いき

・周
しゅうへんすいでん

辺水田

佐
さ

潟
がた

日本の登録湿地

日本は 1980 年に釧
くし

路
ろ

湿
しつげん

原を最初の登録湿地として、ラムサール条約に仲間入りしました。
その後登録湿地は少しずつ増え、2023 年 5 月現在、全国に 53 か所あります。

漫
まん

湖
こ

慶
け ら ま

良間諸
しょ

島
とうかいいき

海域

久
く め

米島
じま

の渓
けい

流
りゅう

・湿
し っ ち

地

与
よ な は

那覇湾
わん

名
な

蔵
ぐら

アンパル（石
いしがきじま

垣島）

ラムサール条約締
ていやくこく
約国

●締約国数 ･･････････172 の国と地域
●条約登録湿地 ･･････2,493 か所
●登録湿地の総面積 ･･256,759,538ヘクタール

　　　　　　　(2023 年 5月現在 )

ラムサール条約をむすんでいる国または地域ラムサール条約をむすんでいる国または地域
ラムサール条約をむすんでいない国または地域ラムサール条約をむすんでいない国または地域

宍道湖宍道湖 中海中海



ラムサール条
じょう

約
や く

登
と う

録
ろ く

湿
し っ ち

地
宍
し ん

道
じ

湖
こ

・中
な か

海
う み

塩分塩分濃濃
のうのう

度度
どど

：海水の約 1/2：海水の約 1/2

塩分塩分濃濃
のうのう

度度
どど

：海水の約 1/10：海水の約 1/10

なぜ宍道湖・中海はラムサール条約湿地に登録されたのか
国際的に重要な湿地と認められるためには、いくつかの基準を満

み

たす必要があります。宍道
湖と中海はこれらの基準をたくさん満たしています。どちらも海水と淡

た ん す い

水がまざりあった「汽
き

水
すい

湖
こ

」で、塩分の濃
こ

さがちがうため、それぞれにちがった特色があります。
中海の面積は国内第５位、宍道湖は第 7 位ですが、両

りょう

湖
こ

をあわせると国内最大の汽水域
いき

にな
ります。

塩分低め塩分低め

塩分高め塩分高め

宍宍
しんしん
道道
じ こじ こ
湖湖

中中
なかうみなかうみ
海海

基基
きき

準準
じゅんじゅん

55「水
みずどり

鳥が２万羽以上利用すること」
　　　  　宍道湖、中海どちらも、毎年２万羽を超

こ
えるガンやカモが飛

ひ
来
らい

基準 6基準 6「水鳥の１種
しゅ

の総
そう

個
こ

体
たいすう

数の 1%が利用すること」
　　　  　宍道湖、中海どちらも、１万羽近いスズガモが飛来

基準 7基準 7「固
こ

有
ゆう

な魚
ぎょるい

類の種
しゅ

の相当な割合を支えている」
　　　  　宍道湖は、シンジコハゼの代表的な生

せいそく
息地

ち

基準 8基準 8「魚類 (貝
かいるい

類を含
ふく

む )の生
せいいく

育場
ば

として重要な湿地。漁
ぎょ

業
ぎょう

資
し

源
げん

の重要な回
かいゆう

遊経
けい

路
ろ

」
　　　  　宍道湖では、ヤマトシジミは日本有数の漁

ぎょ
獲
かく

量
りょう

を誇
ほこ

り、宍道湖七
しっちん

珍は豊富な漁業資源の象
しょうちょう

徴


