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   Frequency distribution of bed relative elevation (relative to normal water level) determines the potential habitat 
availability of sediment bars for various biotic communities in rivers. We developed a method to examine the 
frequency distribution in the past and present by using data of cross-sectional bed profiles, which have been routinely 
measured for several decades by river managers. 

In 0–24kp reaches of the Kizu River, where channel has been degraded since 1960's, cross-sectional shape of bars 
changed from concave-type in 1960's to convex-type in recent decades. Accordingly, the frequency of low relative 
elevation (0–0.5m) decreased, while that of high elevation (>2.5m) increased. The frequency of a middle elevation 
(0.7–1.5m), which maximize the habitat suitability of "tamari (floodplain ponds)", showed a unimodal change with a 
peak in 70's to early 90's. Thus, in case of using tamari as an index of ecosystem health, the sediment conditions in 
70's to early 90's are suggested to be preferable for the Kizu River ecosystem. 
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１． 序論	 

	 河川では，砂州上の比高に応じて底質，土壌水分，冠

水，撹乱頻度などが異なる1）2)３）．このため，生物生息

場の観点から，砂州上に存在する各比高（とくに水面か

らの比高）は重要な意味を持っている4）5)．河川の断面

形状は，砂州比高の特徴を示す特性の一つであり，生息

場としての砂州の好適性を表す指標としての利用価値が

あると考えられる．しかし，これまで河川の断面形状は，

単断面，複断面，船底型など定性的な表現に留まってい

た3）．断面形状を生態的に意味のある数値として定量的

に表現できれば，河川環境の定量評価に大いに役立つも

のと思われる．	 

	 ここで，河川断面形状は標高値の集まりである．断面

形状を単位幅で区切れば多数の標高値が得られ，さらに

標高値を水面からの比高値に変換できれば，各比高域の

多さ（頻度）が求められる．断面形状を比高の頻度で表

すことは，異なる断面間や年間での数値の集計や比較，

また断面形状と環境要因の関係の分析を可能にする．	 

河川の断面形状は，全国の一級河川において，古くは

1930年代から現在に至るまで，定期的に横断測量が行わ

れてきた．河川環境の過去の情報が乏しいなか，横断測

量データは過去の貴重な情報と言える．また，0.1～

0.2km間隔で数十kmに渡って存在することから，統計的

な見方や分析も可能である．しかし，横断測量データは

これまであまり環境評価に用いられてこなかった．	 

本研究は，過去の横断測量データを用いて砂州形状と

生態系の経年変化を評価する手法を提案することを目的

とした．本稿で対象とするのは，1960年代より砂利採取

や上流のダム建設等により河床低下が進んだ木津川の下
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2) Brierley G.J., Fryirs K.A.: Geomorphology and river management: 
applications of the river styles framework, Blackwell, UK, 2005. 
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