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本研究は、東京大学海洋アライアンスが日本財団の助成により進めている「総
合海洋基盤プログラム」の「海洋の利用に関する合意形成手法の開発」からの
援助、および東京湾大感謝祭事務局の支援により行われました。
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Eco DRR: Ecosystem based Disaster Risk
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• :

– conserving & enhancing ecosystems of all types (Article 5)

– ensuring ecosystem integrity and biodiversity protection (Preamble)

– considering vulnerable communities, livelihoods and ecosystems in adaptation (Article 7)

– building socioeconomic & ecological resilience through sustainable NRM (Article 7)

– Respecting & promoting gender equality and human rights, including rights of IPs (Preamble)

– engaging all levels of government and various actors, in accordance with national law (Preamble)

• INDC

– Pledges to reduce/end deforestation and enhance forest/land restoration

– Explicit recognition of ecosystem-based adaptation/ecosystem-based approaches

– Plans to conserve and/or expand protected areas

– Recognition of mangroves for coastal protection

Eco-DRR

26
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et al.2008)
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Sutton-Gier et.al., Environmental Science and Policy No.51 (2015)

28Sutton-Gier et.al., Environmental Science and Policy No.51 (2015)
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