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大雪山（カムイミンタラ：神々の遊ぶ庭）



大雪山で起きている問題

■ 登山道の荒廃

■ 自然環境の悪化



大雪山で起きている問題

■ 景観破壊

■ 自然体験の質の低下



大雪山で起きている問題

■ 軽装登山による道迷い、遭難

■ バリアフリー対策



課題解決に求められるものは？

■ 過剰利用とそれに対応する維持管理水準のミス
マッチ

■ さまざまな利用者層の混在

→利用者管理（利用コントロール）

■ 技術や装備が伴わない登山者の迷い込み

→リスク管理



ROS(Recreation Opportunity Spectrum)による
大雪山国立公園管理の枠組み

■ 課題：登山道の荒廃、多様な自然体験の確保、
リスク低減

■ ガバナンス：関係者による合意形成

■ マネジメント：管理目標をみんなで共有する



ROS(Recreation Opportunity Spectrum)とは？

■ 来訪者のニーズに合わせた多様で質の高い自然体験
を確保

■ 静けさや自然との一体感、困難への挑戦も大切

■ 自然体験に対する多様なニーズを反映した管理手法



利用体験とレクリエーション空間の
ミスマッチ

観光客 熟練登山者

靴が汚れる、植生踏みつけ･･･ 整備しすぎ、自然らしさがない・・・

利用者の満足度低下、自然破壊、過剰整備



ROSの考え方



ROSの３つの基本要素

１．環境

自然環境、眺望、混雑度など

２．施設

施設整備水準

３．管理

規制、安全性など
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G：利便性最重視
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推奨案
の提示
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大雪山国立公園登山道管理水準への応用









ROS手法の特色

■ 自然体験の質に着目した管理計画手法

■ どんな空間がどこにあるかが把握しやすい

■ 代替案を作って比較するのが容易

■ 専門家だけではなく一般の人にもわかりやすい

→協働型国立公園管理に有効
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