
回答

1 名前（名称）について
いしかり生きものかけはしビジョン/生
きもの架け橋/いしかり生きもの懸け橋

懸：①かける。かかる。つりさげる。ぶらさげる。「懸垂」「懸
賞」 ②遠くへだたる。かけはなれる。「懸隔」「懸絶」／心と、
音符縣(クヱン)とから成る。心にかける意を表す。
架：①かける。かけわたす。「架橋」「架空」「架設」 ②たな。物
をのせる台。「架蔵」「書架」 ③ころもかけ。「衣架」

いしかり生きものかけはし戦略/いしか
り生き物かけはし戦略

2 市長コメントの依頼



行数 ページ 内容 項目 対応 参考URL

1
かけはしプラン→かけはしビジョン、本プラン→本ビジョン
対応済みとのこと

修正

2 114 6
図1-1内の、
北海道生物の多様性「に」保全等に関する条例　→　北海道生物の多様性の保全に関する条例

修正

3 120 7
コラム内の「■種の多様性」のところ
「たくさんの生きものがいること」は、個体数が多いようにも読み取れます。それだと意味が違います。

修正

4 172 9
「天塩・増毛地方のエゾヒグマ」として絶滅のおそれのある地域個体群（LP）
→北海道レッドリストでは「天塩・増毛地方のエゾヒグマ」として絶滅のおそれのある地域個体群（LP）

修正

5 201 10
厚田、マシケ場所
交易の地域だったのですね。調べてみるまで、この呼び方を知りませんでした。

注釈加えました

6 235 11
本市には
文頭に「本市は、」とあるので「本市には」はなくても良いと思います。

削除

7 303 13
市内では、約○○種は希少種として環境省や北海道で選定されている種が確認しています。
→市内では、希少種として環境省や北海道で選定されている種が約〇〇種確認されています。

修正

8 312 13
絶滅危惧Ⅱ類（VU)に指定　→　環境省及び北海道のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類（VU)に指定
どのレッドリストの指定か明示した方が良いと思う

追記

9 319 13 引き起る　→引き起こされる 修正

10 345 14 保護地区の近く「で」大規模な繁殖地となっている　→　保護地区の近くが大規模な繁殖地となっている 修正

11 376 15
個人　→　個体
個人を土地の持ち主と解釈するなら

修正

12 欄外 15
条虫を持つネズミ　→　条虫（エキノコックス）に感染したネズミ
キツネ→キタキツネ

修正

13 401 16
（生態系サービス」　→　「生態系サービス」
前出では、上記訂正後のような形になっている

修正

14 407 16 土を捨てて　→　土が捨てられて 修正

15 414 16 コンテンツから通じて　→　コンテンツを通じて 修正

16 436 17 進行しているとあります　→　進行しています　　で良いと思います 修正

17 438 17 こういった　→　こうした 修正

18 439 17 まだまだ低く　→　まだまだ浸透せず 修正

19 441 17 もたらす　→　もたらされる 修正

20 447 17 開発に伴い　→　開発に伴う：開発に伴った 修正

21 475 18 引き続き継続　→　継続　　類似語の重複 修正

22 478 18 継続した普及啓発の継続　→　普及啓発の継続　　継続の重複 修正

23 534 20
リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ　の順番は、P32の欄外「4R」の説明部分の順の、リ
フューズ・リデュース・リユース・リサイクルと一致させた方が良い。

修正

24 560 21
生物多様性の価値が高い地域　→　生物多様性上重要な地域
何か所かで修正後の形に類する表現を使っている

修正

25 562 21
30by30（2030年までに陸と海の30％以上を保全する）　→　30by30
欄外の30by30の説明文に「2030年までに陸と海の30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとす
る目標」とあり、カッコ書きと重複する。カッコ書きを省略するか、欄外の説明が必要ないのでは。

修正

26 756 28
外来種の三原則　→　外来種被害予防三原則
環境省が使用する正式な名称です

修正

27 823 30
自然資源から直接的な供給を享受　→　自然環境から 直接的な資源供給を享受
403行目と合わせる

修正

28 855 31 交通や　→　交通障害や 修正

29 886 32 損失が急速しています　→　損失が急速に進んでいます 修正

30 890 32
リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ　の順番は、P32の欄外「4R」の説明部分の順の、リ
フューズ・リデュース・リユース・リサイクルと一致させた方が良い。

修正

31 899 32
リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ　の順番は、P32の欄外「4R」の説明部分の順の、リ
フューズ・リデュース・リユース・リサイクルと一致させた方が良い。

修正

32 998 35
図の民間企業のところ
企業を増えるように　→　企業が増えるように

33 1012 35 目標とし。　→　目標とし、 修正

34 欄外 35 （計画-Do（実行）　→　（計画-Do（実行））　　かっこが一つ足りません 修正

35 1040 37
左の図は、元の方（普通の地図）が見やすいように思われる。右の図は石狩市の森林状況がわかりやす
い。どちらも衛生地図である必要が無ければ、左は市街地だし、普通地図でもいいような気もする

36 1244 46 植生管理により。　→　植生管理により、

37 1249 46 植生管理により。　→　植生管理により、

38 1269 49
分類和名のとこ
魚網　→　魚綱

39 1269 49
科和名のとこ
アメリカザリガニ科　→　アジアザリガニ科

40 1272 50
目和名のとこ
有尾目　→　無尾目　　カエルは無尾目です

49 鳥類の並び順



いしかり生きものかけはしプラン 有識者意見交換【資料2-2】

No. 旧行数 旧ページ 意見 新行数 新ページ 対応
1 118 　【日本】　→　【国】　に変更してはどうか 修正
2 119 　【日本】　→　【国】　に変更してはどうか 修正

3 183
旧浜益村、厚田村と合併　→　旧厚田村・浜益村　　※厚田・浜
益の順番は固定？

4 215・216
　厚田、浜益区では、厚田、マシケ場所が設けられた→　厚田
区、浜益区では、アツタ場所、マシケ場所が設けられた

5 220・221
遺跡が見つかったのは1972年かもしれませんが、エリ（魞）が
見つかったのは平成12年頃かと思うので、誤解されないよう
な表現にした方がよさそう。

6 427
「道の駅あいろーど厚田」　→　「道の駅石狩「あいろーど厚
田」」　が正式名称

7 456 ゴミ・ごみ　など、ひらがな・カタカナの表現を統一 修正
8 554・555 この間に空白行を設けた方が良いかも
9 611 テンキグサやハマナス　→　ハマナスやテンキグサ　の順に

10 868
社会基本整備→社会資本整備、または、社会基盤整備　のどっ
ちか？

修正

11 939
石狩市環境情報等オープンポータルサイト→　石狩市環境情報
等オープンデータポータルサイト

修正

12 215～ 10
場所請負制度によるニシン漁の始まりが1700年代というこ
とであって、それ以前までニシンを捕らなかったというわけで
はないと思われるので、少し書きぶりを調整したほうがよい。

13

「残っている記録」として記載されている内容が、いつ頃の話
なのか（1700年代？、1700～戦前くらいまでの話？）、漠然
としすぎてよくわからないので、もう少し具体的にいつ頃の話
なのか、あるいは何の記録によるのかを示したほうがよい。

白井久兵衛が文久３年から４年にかけて西蝦夷地のハママシケ
（現在の石狩市浜益区）滞在中に書いた『北役紀行』、「東海参
譚」、「西蝦夷地日記」などの日記から、ニシンのほかにもキノコ
や鳥類を捕獲して食べていたことや、ツル（種不明）が飛んでい
く群れを見た、今は絶滅したニホンカワウソが干していたサケ
を食べてしまう、など当時に生息していたことが読み取れる記
述があります。

14
石狩紅葉山49号遺跡は平成７年から８年間にわたり発掘調査
され、その調査の中で魚類捕獲施設や魚たたき棒などが出土
しているので、「1972年に発見された」はトルほうがよい。

15
出土した魚類捕獲施設や魚たたき棒などは縄文時代中期頃
（約4000年前）であることから、縄文時代（縄文文化）の出土
品であると明記したほうがよい。

16

「旧石狩市域では、石狩紅葉山49号遺跡（花川）で縄文時代の
発寒川の跡からサケ・マスなどを捕獲するための仕掛けの杭列
や魚たたき棒などが出土しました。これらの発見から、縄文時
代中期（約4000年前）には、すでに定置の仕掛けを設置して
川でサケ漁を行っていたことがわかります。」のような表現に
するなど、いかがでしょうか。

17 71～72 隣接する「まち」　➡　本市　で如何
18 113 関係する　➡　削除できませんか？ 削除

19 260
法によって・・・とありますが、「法」とした理由をお聞きしたい。
前回の意見提出で、小生は「条例等」としましたが

修正

20 661～663
意見➡センテンスを2つにするような意見があったようです
ね。前回のほうが、自身には良かったです。662の「必要があ
る種が」は如何でしょうか。

21 699
必要な種については　➡必要な種であり　で如何。原文では、
主語が２つ記されている…。

22

左の図は、元の方（普通の地図）が見やすいように思われる。右
の図は石狩市の森林状況がわかりやすい。どちらも衛生地図
である必要が無ければ、左は市街地だし、普通地図でもいいよ
うな気もする

修正

23 262 9
法によって:法は「国家」のルールのイメージが強いです。石狩
市が決めたものを表現する場合は、「条例」あるいは「石狩市の
決まりごと（ルール？）」と書いた方が良い気がします。

24 320 11

環境省や北海道で選定されている希少種:・レッドリストが絡む
場合の「希少種」という言葉について。
・８月の原稿では、「環境省が指定する絶滅危惧種や希少種」、
10月原稿で「環境省や北海道で選定されている希少種 が３０
種以上確認」と変更になっています。
・もし訂正がレッドリスト（RL)に絡まず「市内では、希少種など
も複数確認されています」だったら、ふわっとした希少な生物
種という意味で、そのままで良かったと思うのですが、10月版
の書き方ですと文意からRLが指定しているものを前提とした
「希少種」という意味なのかなと思われました。
・RL掲載種を「希少種」の単語でひとまとめすることには、不安
があります。環境省の過去のRLに「希少種」というカテゴリ（現
在の「準絶滅危惧種」）があったためです。現在国や道では「希
少種」カテゴリの生物は選定していないので、「環境省や北海
道で選定されている希少種」には違和感と混乱があります。
・また、その後の文章に出てくるシロマダラは、国RLで無指定、
道RLでは情報不足であり、RL分類上では希少種（準絶滅危惧
種）には該当しません。
・訂正文案としては、
「環境省や北海道のレッドリスト掲載種（レッドリストに掲載さ
れている希少な野生生物）が30種以上確認されています。」
を提案します。
文意が変わらず、あとに続く文の情報不足カテゴリのシロマダ
ラも文意に含めることができるので良いかなと思いますが、い

少し修正を加えました

25 538 17 「ポジティブ」「ブ」だけ、太字になっていません 修正

26 665 23

レッドリストに掲載のある希少種:前出の指摘のように、レッド
リストが絡む場合は「希少種」と表現するのには若干の不安が
あります。レッドリスト掲載種などとすると良いのかもしれませ
ん。

修正

27 668 23 希少種として選定:

28 1118 41

・こちらP41の表が正式版でしたら、以下の指摘を致します。
・シロマダラは、オオカミヘビ科ではありません。ナミヘビ科で
す。8月の資料では合っていたので元に戻してください。（参
考：シロマダラはナミヘビ科オオカミヘビ属です）
・分類表現の綱をやめて哺乳類、鳥類などといった形に修正さ
れたのですね。この形で良いと思います。

修正

29 356 14
（修正案）
農業被害は、10年前と比較し91倍　→　農作物の被害額は、
10年前と比較し約90倍

修正

令和５年いしかり生きものかけはしプラン　意見対応表



No. 旧行数 旧ページ 意見 新行数 新ページ 対応

1 260-261 19

農作物の被害額
→石狩市は、離農は多いのでしょうか。
農家さんが減っているのに被害額が増えているという状況の
場合は数字以上の被害状況がありそう

314－３１５行目の部分で触れられるところがあれば追記・修
正したいと思います。現状として年々離農は増えているので、
一人当たりの被害額の増として考える必要があるかもしれま
せん。

2 465-466 18
ネガティブなイメージをつけることを避け、人為的に持ち込ま
れた背景があるので→追記人間が生息管理について責任の一
端を担うことを伝えていく

557 19 追記しました。

3 31－60 4

国家の動きとの関連で少し加筆したら良いと思う点

・生物多様性が回復傾向にはない（JBO3 参照）
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/jbo3/
generaloutline/index.html
・次期生物多様性国家戦略の策定は令和5年3月（予定；小委員会資料１−２
参照）
https://www.env.go.jp/council/12nature/page_00024.html
・次期生物多様性国家戦略のポイントはこれまでから一歩踏み込んだネイ
チャーポジティブ（小委員会資料２−１、２−３）
https://www.env.go.jp/council/12nature/page_00024.html

4
追加しました。今後の動きに合わせて追加・変更するかもしれ
ません。

4 343 13
ネイチャーポジティブの意味がわからないと思うのでコラムや
脚注が必要

47 4
資料編に用語解説がありましたが、それらを全て出てくるペー
ジの下に追記しました。

5 31－60 4 社会変革なども追加 4
追加しました。今後の動きに合わせて追加・変更するかもしれ
ません。

令和４年度第２回いしかり生きものかけはしプラン　意見対応表



いしかり生きものかけはしプラン 有識者意見交換【資料2-2】

No. 旧行数 旧ページ 意見 新行数 新ページ 対応

1
TNFD など企業が参加することで投資価値が上がるようなメ
リットが提示できないか

今後の事業で実施

2 357 14
タンチョウについて、軋轢のところに書くのではなくて、注目種
に入れては？

318-
323

12 修正

3 14
石狩市が抱えている野生動物のさまざまな軋轢問題を書くの
が筋だと。アライグマなんかを書いたほうがという気がします。

377-
390

14 感染症等を記載

4 14
エゾシカのデータと同じように、 ヒグマの農業被害や交通事故
問題があれば記入

ヒグマについては被害なし

5 14 写真にキャプションが入っていると 対象箇所修正済み

6 14 キツネ→キタキツネ 修正済み

7 20 目指す姿は2040年ですか？ 2040年です

8 275 12
ほぼ希少種や絶滅危惧種であれば、注目種という名前ではなく
ていいのかとシンプルかと思いました。

3.2は希少種にし、5.2は希少種・注目種の保全としました

9 12
アカダマスッポンタケは珍しいきのこだと思うので、入れても
良いと思う

検討中

10 12
多様性を見せられるように分類群をまたがるような希少種の
写真を並べて、名前だけつけておくぐらいでアカモズのPRにな
るのでは？

25 コラム追加

11
景観の説明がない。 国有林があるとか、欠けているような印象
になっている。

8 追記

12

石狩では湿原が少なく、マクンベツ湿原や名前もない場所、 河
川沿いの環境を守るには、保護区・公園などに指定されていな
いところを今後どういった場所をOECM みたいにして守って
いくのかということがあまり書かれていない印象。

21 要検討

13 注目種及び保全優占種の選定 保全優占種を削除

14
アカモズについて早急に問題解決の必要がある種かと思うの
で、もう少しお知らせしてもいいかと思いました。

石狩浜のようなコラムを入れるか検討中

15 14

野鳥の死体を見つけたときに、どこに通報したらいいのか、通
報すべきなのかどうなのかも一般の方にはわからない。鳥イン
フルエンザというキーワードを入れるかどうかわかりませんが、
そうした異変が起きた時に、通報できるシステムを作るとかで、
体制を構築するとか、必要かなと思いました。

検討中（野鳥に関しては石狩振興局）

16

餌付けというのは一つの問題ではなく、アプローチの方法に
よって、色々違う解釈をされる。アプローチというか行為であっ
て、野生動物との軋轢に上げていくとすると人への危害とか、
ヒグマ・カラスがゴミを荒らすとか、交通事故を誘発する が想
定されます

14 修正

17
ツルも越冬のためへ南に 向ったとか、あるいは北に行ったと
か、結構面白い記述があるので紹介するようなコラムを書いて
いただければというおというお願いです。

要検討

18 テンキの話も入れてはどうか。

19 20
OECM に関しては、環境省が自然共生サイトっていう言葉を
使っているので、合わせたほうがいいかもしれないですね。

20 両方記載

20 28
生物多様性の保全に必要な書き方をするっていうのが大事か
なと思います 。

要検討

21 28
グリーンインフラとかEcoDRRの話は、5.5自然資源・地域資
源の活用のほうでもいいかもしれない

30 5.5に移動

22

3.6の方にも現状と課題の温暖化対策の為に再生可能エネル
ギーの導入を進めているけれども大きな影響があるみたいな
ところを、強調して表記し、5.6でそこには配慮するという 施策
を書いてみることが必要かと思います。

16 3.6追記

23 8
自然要素の割合とか、環境白書を参考にするようなイメージで
書いていただくといいです。

8 2.2追記

24 5
1.1 長いと 思うのですが。ど、もう少しざっくりというか、石狩
市が生物多様性計画を策定しないといけない裏づけみたいな
ものが書いてあればと思います。

5 1.1修正

25 13

「10年前と比較し91倍（タヌキと混同あり）」
（タヌキと混同あり）の混同の割合がとても少ないのであれば、
一部タヌキの被害が含まれると考えられる、くらいの表現はど
うでしょうか。
混同ありだと、どれくらい混同しているのかの幅がわからず、
91倍の数字の信ぴょう性が低く感じる印象を持ちました。

農家さんの意見であるため詳細は不明

26 490 18 物多様性 生物多様性

27 539 21 市内の範囲にとらわれず、必要に応じて国や北海道と連携し、
市内の範囲にとらわれず、周辺市町村や必要に応じて国や北海
道と連携し、

28 587 22 保護保護 保護
29 24 Dinodon orientale（マダラヘビ属） Lycodon orientalis（オオカミヘビ属）

30 24
オオムラサキとシロマダラではレッドリストランクが書かれてい
るがアカモズには表記がない。一番ランクが高いので表記した
方が良いのでは。環境省　IB、北海道　IB、札幌市　IB

別添資料⑤に記載

31 667 26 積極的な外来種への関心 積極的な外来種問題への関心

32 26

全編を通して、生物多様性のうち、遺伝子の多様性についての
話題がないのでコラム的に、魚類やホタルなどの放流事業の話
題を使ったりして、遺伝子の多様性を失わせる可能性のある話
があっても良いのかなと思いました。

要検討

33 690 餌付けが懸念されている種を把握 餌付けが懸念されている種や場所を把握
34 702 対象種以外の生態系 対象種および対象種以外の生態系
35 742 食品ロスの削減を促進します 食品ロスを削減します
36 763 初心者でも好適の登山コース 初心者にも好適な登山コース
37 778 南北長い 南北に長い
38 779 海岸清掃などの処理・防止に努めます。 海岸清掃などの処理・ごみの蓄積の防止に努めます。

39 782
リデュース・リユース・リサイクル・リフューズの説明があった方
が親切かなと思いました

追記

40 815 人口的 人工的
41 PDCAサイクルの説明があった方が良いかも 追記

42
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置
に関する法律

農林水産省所管へ異動

令和４年度第３回いしかり生きものかけはしプラン　意見対応表


