
1

国土交通省 近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所

平成１６年４月27日
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河川管理者からの説明
－円山川の現状説明の補足－

第９回円山川流域委員会

平成16年4月27日

資料2

１．流域の概要、治水についての質問

【質問【質問11】】河床はあまり変化していないとのことだが、平常時の水深は、過去か
ら現在にわたって変化してきているのか。（上田委員）

【質問【質問22】】洪水時に問題となりそうな架橋があるのかどうか。（一般傍聴者）

【質問【質問33】】円山川本川で最も狭い河幅はどれくらいか。

ＰＰ22

２．流域の環境についての質問

【質問【質問44】】特定種の選定基準が環境省のレッドリストまでとされている。兵庫県の
レッドデータブックを中心にもう一度見直し、細かいデータを出していただき
たい。（服部委員，菅村委員）

【質問【質問55】】早急に帰化植物、帰化動物の対策をしていかないと、議論している間に
大変なことになることを憂慮している。国土交通省も外来種対策を進めている
ので、オオブタクサやセイタカアワダチソウの群落の分布図みたいな、もう少
し細かいデータを出していただきたい。また、円山川水系の外来種対策の方向
を持っているなら、次回出していただければと思う。（ 菅村委員，服部委員）

【質問【質問66】】pHがアルカリの側に振れているように思うが、これはなぜか。また、川
の水がアルカリの方に振れるというのはどんなメカニズムがあるのか。（菅村
委員、前田委員）
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３．河川管理についての質問

【【質問質問77】】他の河川と比べて、円山川の直轄河川が本当に住民に利用されているの

かどうか。また、河川内の何％ぐらいが利用されているのか、その割合は他の
河川と比べて順位的にどの程度なのか。（安森委員）

【【質問質問88】】河川利用では当然、内水面漁業等の観点もあるはずだが、漁業関係の資
料がない。円山川を考えるときは、その点も考えていく必要があると思う。
（岡本委員）

【質問【質問99】】伐採についてだが、実際に行っているのか。また、どの辺で行っている
のか。（木之瀬委員）

【質問【質問1010】】運動公園や採草地の面積はどの程度あり、他の地域と比べてどうなの
か。また、年何回ぐらい刈り取りしているのか。次回はその辺の細かいデータ
を出していただきたい。（服部委員）

ＰＰ44

１．流域の概要、治水についての質問
に対する回答
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【質問1】河床はあまり変化していないとのことだが、平常時の水深は、
過去から現在にわたって変化してきているのか。（上田委員）

立野地点

平常時の水深は、立野地点(円山川)、府市場地点(円山川)ではあまり変
化は無く、弘原地点(出石川)では河床の変化に伴い若干の低下傾向にあ
ります。
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水位の変動は、河道形状の変化に影響
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【質問2】洪水時に問題となりそうな架橋があるのかどうか。
（一般傍聴者）

近年に代表される平成２年９月の出水時に、橋桁まで
水位が及んだと考えられる橋梁は４橋ありました。

円山川・・・・・円山川・・・・・KTRKTR円山川橋梁、鶴岡橋円山川橋梁、鶴岡橋

奈佐川・・・・・奈佐小橋奈佐川・・・・・奈佐小橋

出石川・・・・・鳥居橋出石川・・・・・鳥居橋
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橋梁基礎～桁下高

平成2年9月洪水痕跡水位
昭和48年～平成15年
平均河床高

【回答2】円山川

平成2年9月相当の洪水に見舞われた場合、円山
川橋梁や鶴岡橋では、河川水位が橋桁に当たり
危険な状態となります。

ＰＰ88
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【回答2】平成２年9月出水では．．．

洪水で橋脚が破壊された鶴岡橋

円山川橋梁（平成２年９月洪水）

平成2年9月洪水時写真
青色の線付近まで水位が上昇

ＰＰ99

平成2年9月最高水位

【回答2】奈佐川

43210

堂ヶ瀬橋

尾登呂橋

栃江橋
福田橋

森津橋

JR山陰線奈佐小橋
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橋梁基礎～桁下高

平成2年9月洪水痕跡水位

昭和48年～平成15年
平均河床高

平成2年9月相当の洪水に見舞われた場合、奈佐小橋で
は、河川水位が橋桁に当たり危険な状態となります。

ＰＰ1010
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【回答2】出石川

平成2年9月相当の洪水に見舞われた場合、鳥居橋では、
河川水位が橋桁に当たり危険な状態となります。

ＰＰ1111
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【質問3】円山川本川で最も狭い河幅はどれくらいか。
(一般傍聴者)

ひのそ島

出石川合流点～上流端

河幅は、上流から
下流に連れて広く
なりますが、円山
川の治水上、最も
狭いと考えられる
のは戸島付近(4k)
で280mとなって
います。

河口～奈佐川合流点 　平均河幅:400m程度

奈佐川合流点～出石川合流点 　平均河幅:300m程度

　平均河幅:430，180m程度
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２．環境についての質問
に対する回答

ＰＰ1414

【質問4】特定種の選定基準が環境省のレッドリストまでと
されている。兵庫県のレッドデータブックを中心にもう一
度見直し、細かいデータを出していただきたい。
（服部委員、菅村委員）

特定種の選定基準について環境省基準以外に近畿レッ
ドデータブックおよび兵庫県レッドデータブックを
追加整理しました。
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【回答4】 特定種の選定基準特定種の選定基準

・「文化財保護法」の特別天然記念物および天然記念物

種の保存法による指定種の保存法による指定種の保存法による指定

・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の国内希少野生動
植物種および緊急指定種

環境省レッドリスト環境省レッドリスト環境省レッドリスト

・環境省(庁)編「レッドリスト」掲載種(2000,昆虫類、無脊椎動物および陸淡水貝類)
・環境省(庁)編「日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック掲載種
(2000:植物および両生類・爬虫類、2002:鳥類および哺乳類、2003:魚類

特別天然記念物・天然記念物特別天然記念物・天然記念物特別天然記念物・天然記念物

レッドデータ近畿レッドデータ近畿レッドデータ近畿

・レッドデータブック近畿研究会 「近畿地方の保護上重要な植物－レッドデータ近
畿」－1995） 　

兵庫県レッドデータブック兵庫県レッドデータブック兵庫県レッドデータブック

・改訂・兵庫県の貴重な自然ー兵庫県版レッドデータブック2003掲載種－兵庫県、
2003)

前
回
ま
で
の
基
準

今
回
追
加
し
た
基
準
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【回答4】

区分 科名 種名 環境省
レッドリスト

兵庫県
レッドデータブック

ｻｹ Ａ(在来個体群)
ｻｸﾗﾏｽ Ａ(在来個体群)

ｷｭｳﾘｳｵ ﾜｶｻｷﾞ Ａ(在来個体群)
ｼﾗｳｵ ｼﾗｳｵ Ａ

ﾄﾞｼﾞｮｳ ﾄﾞｼﾞｮｳ Ｂ

ｶﾜﾋｶﾞｲ Ｃ
ｲﾁﾓﾝｼﾞﾀﾅｺﾞ 絶滅危惧IB類 Ｂ

ｱﾌﾞﾗﾊﾔ Ｂ
ｺｳﾗｲﾓﾛｺ Ｃ
ﾔﾘﾀﾅｺﾞ Ｂ

ﾒﾀﾞｶ ﾒﾀﾞｶ ﾒﾀﾞｶ 絶滅危惧II類 注

ﾄｹﾞｳｵ ﾄｹﾞｳｵ ｲﾄﾖ 地域個体群
(福島以南)

Ａ(回遊型)

ﾁﾁﾌﾞ 調
ﾄｳﾖｼﾉﾎﾞﾘ Ａ(宍道湖型)

ｳｷｺﾞﾘ 調
ｴﾄﾞﾊｾﾞ 絶滅危惧IB類 Ａ

ｼﾞｭｽﾞｶｹﾊｾﾞ Ａ
ｸﾎﾞﾊｾﾞ 絶滅危惧IB類 Ａ

ｼﾛｳｵ 準絶滅危惧 Ａ
ﾐﾐｽﾞﾊｾﾞ 調

ﾄｻｶｷﾞﾝﾎﾟ Ａ
ｲﾀﾞﾃﾝｷﾞﾝﾎﾟ Ａ

ｶｻｺﾞ ｶｼﾞｶ ｶﾏｷﾘ Ｂ

ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ｶﾜﾔﾂﾒ Ａ

ﾅﾏｽﾞ ｱｶｻﾞ ｱｶｻﾞ 絶滅危惧II類 Ｂ

ｽｽﾞｷ

ｺｲ

ｻｹ

ｲｿｷﾞﾝﾎﾟ

ﾊｾﾞ

ｺｲ

ｻｹ

円山川における特定種は、環境省基準では７種、
兵庫県基準では25種が確認されています。

特定種特定種((魚類魚類))

ＰＰ1616
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【回答4】

区分 科名 種名 環境省
レッドリスト

兵庫県レッ
ドデータ
ブック

ﾀﾆｼ ﾏﾙﾀﾆｼ 準絶滅危惧
ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ Ｃ

ﾐｽﾞﾂﾎﾞ ｶﾜｸﾞﾁﾂﾎﾞ Ａ
ｳﾐﾆﾅ ﾎｿｳﾐﾆﾅ Ｃ

ｲｼｶﾞｲ ﾌﾅｶﾞﾀｶﾞｲ ｳﾈﾅｼﾄﾏﾔｶﾞｲ Ｃ

ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ ｼｼﾞﾐ ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ Ｂ

ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ ｼﾗﾀｴﾋﾞ Ｂ
ﾇﾏｴﾋﾞ科 ﾐﾅﾐﾇﾏｴﾋﾞ 但馬Ｂ

ｸﾛﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ Ｃ
ｱｶﾃｶﾞﾆ Ｃ

ｴﾋﾞ

ﾆﾅ

ｲﾜｶﾞﾆ

円山川における特定種は、環境省基準では１種、
兵庫県基準では９種が確認されています。

特定種特定種((底生動物底生動物))

ＰＰ1717

【回答4】

円山川における特定種は、環境省基準では５種、
近畿及び兵庫県基準では16種が確認されています。

特定種特定種((植物植物))

区分 科名 種名 環境省
レッドリスト

レッドデータ
ブック近畿

兵庫県
レッドデータ

ブック
ﾎｿﾊﾞｲﾇﾀﾃﾞ 絶滅危惧IB類 絶滅危惧種A Ａ
ﾔﾅｷﾞﾇｶﾎﾞ 絶滅危惧II類 絶滅危惧種C Ｂ

ｻﾃﾞｸｻ 絶滅危惧種C Ｂ
ﾓｸﾚﾝ ｺﾌﾞｼ 絶滅危惧種C

ﾕｷﾉｼﾀ ﾀｺﾉｱｼ 絶滅危惧II類 絶滅危惧種C Ａ

ｳﾘ ｺﾞｷﾂﾞﾙ Ｃ

ﾍﾞﾝｹｲｿｳ ﾒﾉﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ Ｃ

ﾄﾞｸﾀﾞﾐ ﾊﾝｹﾞｼｮｳ Ｃ

ｼｿ ﾋﾒﾅﾐｷ 絶滅危惧種C Ｂ

ﾅｽ ｵｵﾏﾙﾊﾞﾉﾎﾛｼ 絶滅危惧種C Ａ

ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ ｶﾜﾁﾞｼｬ 準絶滅危惧 準絶滅危惧種 Ｃ

ｶﾞﾏ ｺｶﾞﾏ 絶滅危惧種C Ｂ

ﾋﾞﾛ-ﾄﾞｽｹﾞ Ｃ

ｼｵｸｸﾞ 絶滅危惧種C

ﾏﾂｶｻｽｽｷ 絶滅危惧種C Ｃ

ﾐｽﾞｱｵｲ ﾐｽﾞｱｵｲ 絶滅危惧II類 絶滅危惧種A Ａ

離弁花類

単子葉植物

合弁花類

ﾀﾃﾞ

ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ

ＰＰ1818
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円山川における特定種は、国の基準では12種、
近畿及び兵庫県基準では53種が確認されています。

ＰＰ1919

特定種特定種((鳥類１鳥類１))【回答4】

区分 科名 種名 天然記念物 種保存法 環境省レッド
リスト

レッドデータブック近畿 兵庫県レッ
ドデータ

ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ 稀少鳥類 繁殖個体群
(青森)

繁殖個体群ﾗﾝｸ3

ﾖｼｺﾞｲ 繁殖個体群ﾗﾝｸ2 Ａ
ｻｻｺﾞｲ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ
ｵｼﾄﾞﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ
ﾏｶﾞﾓ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3

ﾖｼｶﾞﾓ 越冬個体群ﾗﾝｸ3
ｳﾐｱｲｻ 越冬個体群ﾗﾝｸ3
ｶﾜｱｲｻ 越冬個体群ﾗﾝｸ3
ﾐｻｺﾞ 稀少鳥類 準絶滅危惧 繁殖個体群ﾗﾝｸ2 Ａ
ﾊﾁｸﾏ 稀少鳥類 準絶滅危惧 繁殖個体群ﾗﾝｸ2 Ａ
ﾊｲﾀｶ 準絶滅危惧 繁殖個体群ﾗﾝｸ4要注目 Ｂ
ﾉｽﾘ 越冬個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ

ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ 稀少鳥類 越冬個体群ﾗﾝｸ2
ｵｵﾀｶ 種の保存 稀少鳥類 絶滅危惧II類 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｂ

ﾊﾔﾌﾞｻ 種の保存 稀少鳥類 絶滅危惧II類 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｂ
ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ 稀少鳥類 越冬個体群ﾗﾝｸ3

ｺﾁﾄﾞﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 注
ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3

ﾀｹﾞﾘ 稀少鳥類 越冬個体群ﾗﾝｸ3
ｶﾓﾒ ｳﾐﾈｺ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4要注目

ｲｿｼｷﾞ 繁殖個体群ﾗﾝｸ2 Ｃ
ﾀｼｷﾞ 越冬個体群ﾗﾝｸ3 Ｂ

ｷｱｼｼｷﾞ 通過個体群ﾗﾝｸ3
ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ 通過個体群ﾗﾝｸ3

ｸｻｼｷﾞ 越冬個体群ﾗﾝｸ3
ﾂﾂﾄﾞﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ

ﾎﾄﾄｷﾞｽ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3

ｼｷﾞ

ﾁﾄﾞﾘ

ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ

ﾀｶ ﾀｶ

ﾊﾔﾌﾞｻ

ﾁﾄﾞﾘ

ｺｳﾉﾄﾘ ｻｷﾞ

ｶﾓ ｶﾓ

特定種特定種((鳥類２鳥類２))【回答4】
区分 科名 種名 天然記念物 種保存法 環境省レッド

リスト
レッドデータブック近畿 兵庫県レッ

ドデータ
ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ｶﾜｾﾐ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｂ

ﾊｸｾｷﾚｲ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4
ﾋﾞﾝｽﾞｲ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4要注目

ｻﾝｼｮｳｸｲ ｻﾝｼｮｳｸｲ 絶滅危惧II類 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｂ
ﾉﾋﾞﾀｷ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ

ｲｿﾋﾖﾄﾞﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4
ｵｵﾖｼｷﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｂ

ｾｯｶ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4
ｷﾋﾞﾀｷ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ
ｵｵﾙﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 注

ｺﾖｼｷﾘ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ
ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4 注

ﾉｺﾞﾏ 通過個体群ﾗﾝｸ3
ﾒﾎﾞｿﾑｼｸｲ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3

ﾂﾘｽｶﾞﾗ ﾂﾘｽｶﾞﾗ 越冬個体群ﾗﾝｸ4
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｺｶﾞﾗ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4 Ｃ

ﾉｼﾞｺ 準絶滅危惧 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ
ｱｵｼﾞ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3 Ｃ

ﾐﾔﾏﾎｵｼﾞﾛ 越冬個体群ﾗﾝｸ3
ﾍﾞﾆﾏｼｺ 越冬個体群ﾗﾝｸ4

ｼﾒ 越冬個体群ﾗﾝｸ4
ﾑｸﾄﾞﾘ ｺﾑｸﾄﾞﾘ 通過個体群ﾗﾝｸ3

ｶﾗｽ ﾐﾔﾏｶﾞﾗｽ 越冬個体群ﾗﾝｸ4
ｶﾜｶﾞﾗｽ ｶﾜｶﾞﾗｽ 繁殖個体群ﾗﾝｸ3

ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ﾋﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ 繁殖個体群ﾗﾝｸ4
ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ 稀少鳥類 繁殖個体群ﾗﾝｸ3

ﾎｵｼﾞﾛ

ｱﾄﾘ

ｽｽﾞﾒ ｾｷﾚｲ

ﾋﾀｷ

ＰＰ2020
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区分 科名 種名 環境省レッ
ドリスト

兵庫県レッ
ドデータ
ブック

ｸﾓ ｺﾓﾘｸﾞﾓ ｼｯﾁｺﾓﾘｸﾞﾓ Ａ

ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ﾋﾇﾏｲﾄﾄﾝﾎﾞ 絶滅危惧 Ａ

ｷｲﾛｻﾅｴ Ｃ
ｱｵｻﾅｴ Ｃ

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ ﾎﾝｻﾅｴ Ｂ

ｺｵﾛｷﾞ ﾊﾏｽｽﾞ Ｂ

ｷﾘｷﾞﾘｽ ｺﾊﾞﾈｻｻｷﾘ Ｃ

ﾁｮｳ ﾔｶﾞ ｶﾊﾞﾌｷｼﾀﾊﾞ Ｂ

ﾊﾞｯﾀ

ﾄﾝﾎﾞ

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ

特定種特定種((昆虫類昆虫類))

円山川における特定種は、国の基準では1種、兵庫県基準で
は８種が確認されています。

【回答4】

ＰＰ2121

特定種特定種((小動物小動物))

区分 科名 種名 兵庫県レッド
データブック

哺乳類 ネコ ｲﾀﾁ ｱﾅｸﾞﾏ Ｃ

両生類 ｶｴﾙ ﾀｺﾞｶﾞｴﾙ Ｃ
ﾆﾎﾝｱｶｶﾞｴﾙ Ｃ

ｱｵｶﾞｴﾙ ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ Ｃ

ｱｶｶﾞｴﾙ

円山川における特定種は、国の基準では確認されていませ
んが、兵庫県基準では４種が確認されています。

【回答4】

ＰＰ2222
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ＰＰ2323

【質問5】早急に帰化植物、帰化動物の対策をしていかないと、議論している
間に大変なことになることを憂慮している。国土交通省も外来種対策を進めて
いるので、オオブタクサやセイタカアワダチソウの群落の分布図みたいな、も
う少し細かいデータを出していただきたい。また、円山川水系の外来種対策の
方向を持っているなら、次回出していただければと思う。
（菅村委員、服部委員）

円山川における帰化植物の状況について整理しま
したので以降に示します。

626
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100

帰
化

率
(%

)

確認種数

帰化植物種数

帰化率(%)

【回答5】
円山川における帰化植物の現状
平成13年度調査では、142種類(11群落)の帰化植物群落が確認されて

います。
植物の確認されている種数に占める帰化植物種数の割合は若干の増加傾

向にあります。

帰化率(%)=(帰化植物種数／全確認種数)×100

ＰＰ2424
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円山川では、11種類(平成13年度調査)の帰化植物群落が確
認されており，以降に帰化植物の分布図を示します。

【回答5】

ＰＰ2525

【円山川の帰化植物の分布状況】(1)

セイタカアワダチ
ソウ群落、オオブ
タクサ群落の面積
が増加しています。

円山川0.0～12.0k付近

帰化植物

ＰＰ2626
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セイタカアワダチソ
ウ群落、オオブタク
サ群落の面積増加し
ています。

【円山川の帰化植物の分布状況】(２)

円山川12.0～16.0k付近

ＰＰ2727

帰化植物

【円山川の帰化植物の分布状況】(3)

円山川16.0～26.0k付近

ＰＰ2828
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セイタカアワダチソウ群落、オオブタクサ群落の面積が増加して
います。

円山川16.0～26.0k付近

ＰＰ2929

セイタカアワダチソウ群
落の面積が増加していま
す。

【奈佐川の帰化植物の分布状況】

奈佐川0.0～2.0k付近

ＰＰ3030
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出石川0.0～9.0k付近

【出石川の帰化植物の分布状況】

ＰＰ3131

オオブタクサ群落の面積が増加しています。

出石川0.0～9.0k付近

ＰＰ3232
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ＰＰ3333

【質問6】 pHがアルカリの側に振れているように思うが、これはなぜか。
また、川の水がアルカリの方に振れるというのはどんなメカニズムがあ
るのか。（菅村委員、前田委員）

5
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9

10

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

p
H

環境基準：6.5以上8.5以下（A・B類型）

立野
弘原（出石川）

府市場

港大橋

結和橋

5

6

7

8

9

10

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

p
H

環境基準：6.5以上8.5以下（A・B類型）

立野
弘原（出石川）

府市場

港大橋

結和橋

各観測点におけるｐHの経年変化

6.5～8.5の環境基準の範囲内にありますが、若干上昇傾
向にあります。

① 藻類の影響

　栄養塩の増加や開発による日射量の増加により、藻類の光合成が活
発になった結果、河川水中の二酸化炭素が消費されpHが上昇。

② コンクリート護岸等の影響

　コンクリート護岸からのアルカリ分の溶出よりpHが上昇。

③ 人為的な影響

　工場や生活排水の影響により、pHが上昇。

一般的に河川水のpHが上昇する要因としては、以下のことが考え
られます。

上記の要因やその他の要因が複合的に関わっているものと考えら
れますが、はっきりしたことはわかっていないのが現状です。

ＰＰ3434
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ＰＰ3535

３．河川管理についての質問
に対する回答

ＰＰ3636

【質問7】他の河川と比べて、円山川の直轄河川が本当に住民に利用さ
れているのかどうか。また、流域内の何％ぐらいが利用されているのか、
その割合は他の河川と比べて順位的にどの程度なのか。（安森委員）

国土交通省では，平成2年より河川水辺の国勢調査として、レクリエーション利用
をはじめ、生産の場、生活の場としての利用も含めた、河川空間の利用状況を調査
しています。調査は利用者数の調査と利用者へのアンケートを行っています。　

1）河川空間利用者数調査

河川空間における利用者を調査します。

① 定点調査・・・定点を選定し、日の出か
ら日没までの間で２時間ごとに利用者数
のカウントを行います。

② 区間調査・・・調査員が移動しながら利
用者数を観測し、カウントします。

③ その他・・・有料施設等について施設管
理者に１日の利用者数を聞き取りを行い
ます。

2）利用者アンケート調査

　河川空間利用者数調査時に利用者に対
して、利用目的などについてのアンケー
トを行います。なお、各調査の調査実施
日は以下の通りです。

季節
河川空間
利用者数

調査

利用者
アンケート

４月２９日
(みどりの日)

○

５月５日
(こどもの日）

○

平日 ５月の第３月曜日 ○
休日 ７月の最終日曜日 ○ ○

平日
７月の最終日曜日

の翌日
○

秋季 休日
１１月３日
(文化の日)

○

冬季 休日 成人の日 ○

夏季

実施日

休日
春季

利用実態調査日
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【回答7】円山川水系の直轄河川区域のうち、約7％の
土地が利用されています。他の水系と比較すると２番目
となっています。

河川利用率(%)

2.2 0.8
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ＰＰ3737

【回答7】円山川の利用者人数は、48万人で近畿管内で
は７番目に相当します。

猪名川・藻川

大和川

円山川

加古川

揖保川

紀ノ川

淀川・宇治川・桂
川
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由良川 猪名川・藻川
木津川 瀬田川
野洲川 大和川
円山川 加古川
揖保川 紀の川
新宮川 九頭竜川
北川 淀川・宇治川・桂川

ＰＰ3838
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【回答7】

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

由
良

川

淀
川

・
宇

治
川

・
桂

川

猪
名

川
・

藻
川

木
津

川

瀬
田

川

野
洲

川

大
和

川

円
山

川

加
古

川

揖
保

川

紀
の

川

新
宮

川

九
頭

竜
川

北
川

沿
川

市
区

町
村

人
口

に
対

す
る

利
用

人
口

(%
)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

調
査

対
象

地
区

面
積

(h
a)

に
対

す
る

利
用

人
口

(人
)

沿川市区町村人口に対する
利用人口(%)

調査対象地区面積(ha)に対す
る利用人口(人)

沿川市区町村人口に対する利用人口の割合は、他河川より高い。
調査対象地区に対する利用人口では他河川並の状況です。

沿川市町村人口
からみた年間利
用回数は5.8回

調査区域面積あたり
の利用者数は400人

／年／ha

ＰＰ3939

【回答7】
円山川における平成12年度の各調査日の利用者は、４月29日の18,354人が最

も多い調査結果です。
平成12年度は平成９年度に比べて、春季以外の減少が見られる。これは、平成

９年度に比べて、平成12年度の調査日の天候が不順であったことが影響している
と考えられます。　

ＰＰ4040
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【回答7】
平成12年度の年間利用者数は48万人であり、平成９年度と比べ大幅に減少して

いる。
利用形態別では、散策が71％と大幅に増加し、スポーツが10％とほぼ同じであ

る。
一方、釣りが９％、水遊びが10％と減少している。利用場所別では堤防が54％

と大幅に増加しているのに対し、高水敷が27％、水面が６％、水際が13％と減少
している。

ＰＰ4141
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ＰＰ4242

【質問8】河川利用では当然、内水面漁業等の観点もあるはずだが、漁業
関係の資料がない。円山川を考えるときは、その点も考えていく必要が
あると思う。（岡本委員）

区分 円山川
あゆ（kg） 10,600     
こい（尾） 20,000     
ふな（尾） 10,000     

うなぎ（kg） 500         
にじます（尾） 10,000     

あまご（尾） 130,000   
もくずがに（㎏） 167         

県水産課  調

円山川の内水面漁業では18種の魚介類が獲れ、あゆやこいなどを放流
しています。

出典：兵庫県ホームページhttp://web.pref.hyogo.jp/toukei/
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【回答8】
内水面漁業の漁獲高は、昔に比べ減少傾向にありますが、
近年では横ばいの状態です。

出典：兵庫県ホームページhttp://web.pref.hyogo.jp/toukei/ＰＰ4343

ＰＰ4444

【質問9】伐採・間伐についてだが、実際に行っているのか。また、ど
の辺で行っているのか。（木之瀬委員）

平成10年度
24,800m2

平成12年度
8,800m2

平成13年度
９,４00m2

平成13年度
7,600m2

平成14年度
37,800m2

平成15年度
18,400m2

平成14年度
56,400m2

平成14年度
33,400m2

平成15年度
6,000m2

平成10年度より５年間で約200,000m2の範囲において河道樹木群の
伐採・間伐を実施しました。
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平成平成1212年年 出石川出石川
鳥居地点伐採前鳥居地点伐採前

平成平成1212年年 出石川出石川
鳥居地点伐採後鳥居地点伐採後

平成平成1313年年 円山川円山川
立野地点伐採前立野地点伐採前

平成平成1313年年 円山川円山川
立野地点伐採後立野地点伐採後

平成平成1414年年 出石川出石川

清令寺地点伐採前清令寺地点伐採前
平成平成1414年年 出石川出石川

清令寺地点伐採後清令寺地点伐採後

ＰＰ4545
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ＰＰ4646

【質問10】運動公園や採草地の面積はどの程度あり、他の地域と比べてどう
なのか。また、堤防植生を行っておられるが、どのような植物を使っているの
か。また、年何回ぐらい刈り取りしているのか。次回はそのへんの細かいデー
タを出していただきたい。（服部委員）
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【回答10】植栽については、新堤を築く際などに野芝を
植生しています。堤防の草刈りは、毎年２回(６月頃およ
び１０月頃)に実施しています。

実施箇所

実施箇所

実施箇所

実施箇所

実施箇所

実施箇所

実施箇所

実施箇所

実施箇所

除草対象区間図

実施箇所

ＰＰ4747


