
第６章� 生物多様性保全の取り組み�

第�節� 生物多様性えひめ戦略� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

１� 戦略策定の経緯�

急速に失われつつある本県の生物多様性を保全するためには、その恵みを直接享受する地域の多

くの人々が、生きものとのつながりを理解して、その保全に様々な方向から取り組むとともに、そ

れらを守り伝えていくことが大切であり、将来にわたって生物多様性の恵みを享受して、人と自然

が共生し、豊かな自然と文化が守り育まれることが望まれている。�

そこで県では、平成��年３月に策定した「愛媛県野生動植物の保護に関する基本指針」を全面的

に見直し、今後の本県の生物多様性保全の基本計画となる「生物多様性えひめ戦略」を平成��年��

月に策定し、『伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし』をテーマとして掲げ、「���年先

も�生きものみんな�やさしい愛顔」でいられる社会の実現を、目指すべき将来像とし、生物多様性

の保全に関する様々な施策を推進している。�

２� 戦略の推進・進行管理�

� � � 戦略の進行管理を行うため、有識者によって組織された「えひめの生物多様性保全推進委員会」を開

催するとともに、庁内への推進を図るため、庁内関係課で組織された「生物多様性保全推進庁内連絡会

議」を設置した。また、県、市町の関係職員に周知を図るため、県内�カ所で説明会を開催した。�

・えひめの生物多様性保全推進委員会の開催状況�

日時� 場所� 出席者 内容�

平成��年	月
日（水）� 県庁� ９名� 平成��年度生物多様性関係事業について�

生物多様性えひめ戦略の進行管理について�

・生物多様性保全推進庁内連絡会議の開催状況�

日時� 場所� 出席者 内容�

平成��年�月�日（木）� 県庁� ��名� 庁内連絡会議の設置について�

生物多様性えひめ戦略の策定について�

平成��年��月��日（金）� 県庁� ��名� 各課の生物多様性関係事業等の取組みについて

・生物多様性えひめ戦略地域説明会の開催状況�

日時� 場所� 対象� 内容�

平成��年	月�日（月）�

��：��～��：���

衛生環境研

究所�

市町及び県の自然

保護・観光・農

業・産業・土木・

教育関係職員�

のべ �
�名�

県 �	名、�

市町 
�名、�

��等 ��名�

�

�

生物多様性えひめ戦略の概要

及び関係事業について� � �

愛媛県自然保護課�

�

ワークショップ�

「地域の生物多様性の発掘と

保全について」� �

愛媛大学農学部�

� � 日鷹一雅� 准教授� �

平成��年	月�日（木）�

	：��～��：���

東予地方局

平成��年	月�日（木）�

��：��～��：���

今治支局�

平成��年	月�日（金）�

	：��～��：���

南予地方局

�

平成��年	月�日（金）�

��：��～��：���

八幡浜支局
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第�節� 生物多様性保全の普及啓発� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

１� 生物多様性の認知度の向上�

「生物多様性保全」は、「地球温暖化対策」と並ぶ、

国際的な環境問題のテーマであるが、「地球温暖化対

策」は、実感として理解がしやすく問題としても県民

に受け止められているが、「生物多様性保全」の方は、

なかなか理解しにくい言葉で、まだまだ、浸透してい

ない状況にある。平成��年��月に実施した県民世論調

査によると、「生物多様性」という言葉を「知ってい

る」が����％と、まだまだ県民への広がりは進んでい

ないことから県広報誌やホームページによる情報発信

等様々な取り組みを実施している。� �

�

生物多様性に対する県民の認識度�
（平成��年度 愛媛県政に関する世論調査）
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２� 生物多様性を普及啓発するためのワークショップ等の開催�

県民が生物多様性について学び、考えるきっかけとなる授業、ワークショップ、座談会等様々

な内容の県民参加型イベントを、県下各地で様々な対象に対して実施することにより、生物多様

性の認識度を向上させるとともに、各地域における生物多様性の資源を発掘し、地域の生物多様

性の保全を進めている。�

�内容� 生物多様性に関するワークショップ・研修・体験型授業等�

自然観察会、農林水産業体験、料理体験、チリメンモンスター探し、生きもの折り紙教室、

ネイチャーコラージュづくり、どんぐり工作等�

�� �場所� 県下全域�

�対象� 一般県民�

�

�

�

３� 子供用生物多様性啓発資料の作成�

� 将来の生物多様性保全の担い手となる小学校低学年の児童に

対して生物多様性の理解を促進するための手法等について検討

するために、小学校教諭を対象としたワークショップを開催す

るとともに、その過程で誰にでも分かりやすい学習資料を平成

�
年�月に作成し、関係機関等に配布することにより、生物多

様性の普及啓発を図っている。�

○作成部数� 子ども用資料� �
����部� � � �

指導者用資料� ホームページに掲載� �

○配布先� 県内小学校、市町、ＮＰＯ等� � �

�

第３節� 生物多様性の保全対策� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

１� 生物多様性センターの設置�

平成��年４月から「生物多様性えひめ戦略」の具体的な推進を図るた

め、希少野生動植物等の調査・研究をはじめ、情報収集・分析や標本管

理、普及啓発等を一括して行う生物多様性センターを衛生環境研究所内

に設置した。�

�

� 平成��年度生物多様性を普及啓発するためのワークショップ等開催状況

市町名� 実施回数 参加人数 市町名� 実施回数� 参加人数

新居浜市 �� � ��� � 久万高原町� �� � ��� �

西条市� ��� � �	�� � 内子町� ��� � ��
� �

今治市� 	� � �	�� � 大洲市� 
� � ���� �

上島町� �� � ��� � 八幡浜市� �� � 
�� �

松山市� ��� � �	�� � 伊方町� �� � ��� �

東温市� �� � ��� � 西予市� ��� � �	�� �

伊予市� �� � �
� � 宇和島市� 	� � ���� �

松前町� ��� � ���� � 鬼北町� �� � �	� �

砥部町� �� � 
�� � 松野町� �� � 
�� �

総計� ���� � ����� �
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�主な業務内容��

○レッドデータブック（ＲＤＢ）の改訂�

� � 平成��年度に作成したレッドデータブック（ＲＤＢ）を

改訂するとともに、野生動植物の分布情報のデータベース

化を図る。�

○希少野生動植物�に関する調査・研究�

� � 県指定の特定希少野生動植物（ナゴヤダルマガエル等）

をはじめとした、希少な野生動植物の生息調査や保全対策

研究する。�

○外来生物の生息状況調査�

� � 近年、県内で捕獲や確認情報が増加し、農林水産業へ被

害拡大が懸念されるアライグマ・セアカゴケグモ等外来生

物の生息状況を調査し、市町の防除計画策定を支援する。�

○大学等教育機関・ＮＰＯ等の連携促進と活動支援�

� � 県内の生物多様性の保全に関する調査・研究・普及啓発

を促進するために、大学等教育関係機関とＮＰＯ等民間団体のネットワーク化を支援する。��

２� 希少野生動植物の保護管理�

野生動植物を保護し、生物多様性が保たれた健全で豊かな自然環境を適切に保全することを目的

に、県内に生息・生育する野性動植物を県民みんなで守っていくための研修等を実施するとともに、

特定希少野生動植物の保全を確実に進めるため、保護管理を実施する団体に対し県が実施すべき調

査や保護管理等について委託し、県と協働で保護管理を推進する団体の育成に努めている。�

【平成��年度の取り組み状況】�

� �� 保護管理組織等設立支援�

� � ・保護区管理組織等研修会開催回数� � ３回� � �

・保護管理組織等育成指導回数� � ７回�

� �� 希少野生動植物実態調査�

� � ・ナゴヤダルマガエルのモニタリング調査等� � ��回�

� �� 保護管理組織活動支援事業�

委託先� 対象種� 内容�

��法人愛媛生態系保全管理� カスミサンショウウオ� モニタリング、監視、啓発�

生息環境の維持・改善�庄内ハッチョウトンボ保存会� ハッチョウトンボ�

３� 外来生物対策�

� 本県固有の生物多様性を脅かす外来生物の侵入を防ぐため、

平成��年３月に愛媛県外来生物マニュアルを作成し、「入れな

い」「捨てない」「拡げない」の被害予防３原則の周知徹底や

注意喚起に取り組んでいる。また、アライグマは、ペットが野

生化し定着したもので、特定外来生物に指定されており、県内

でも、すでに四国中央市（���年）・新居浜市（���年）・西条

市（��
年）・東温市（���年）・松山市（Ｈ��年）で捕獲等生

息が確認されており、今後、生態系や農作物への被害が懸念さ

れることから、チラシを作成配布し情報収集するとともに、生

物多様性センターが現地調査を実施している。�
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