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本日の発表内容

１.河川環境の評価の考え方

２.河川環境管理シートの概要

３.新たな手引きの更新部分

４.活用事例と今後の展望

参考文献 ：河川環境管理シートを用いた環境評価の考え方
：河川環境管理シートに関する手引きの更新の解説・留意点
：河川環境管理シートの活用方策に関する研究
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１. 河川環境の評価の考え方

2

2. 河川環境管理シートの概要

3. 新たな手引きの更新部分

4. 活用事例と今後の展望

どんな考え方？

どういった経緯？

公益財団法人 リバーフロント研究所

１．河川環境施策の経緯
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２．実践的多自然川づくりの全体像
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○河川法改正20年多自然川づくり推進委員会 提言「持続性ある
実践的多自然川づくりに向けて」

「河川法改正20 年 多自然川づくり推進委員会」

○環境目標設定の手
法確立と実践展開

目標の設定

多自然川づくりの現場
における実践の徹底

技術の向上・
一連の取組み
過程の徹底

人材の育成・
普及啓発
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○ 環境目標設定の手法確立と実践展開

ポイント： 「良好な状態にある生物の生育、生息、繁

殖環境を保全するとともに、そのような状態にない

河川の環境についてはできる限り向上させる」とい

う目標設定の考え方を基本として、河川の環境を評

価する手法を具体化する。

「河川法改正20 年 多自然川づくり推進委員会」

３．環境目標設定の手法確立と実践展開

「河川環境の底上げ」
を狙ってるわけですね 
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４. 河川環境改善の考え方イメージ
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河
川
の
自
然
環
境
の
良
好
さ

河川環境が似通った一連の区分

相対評価によって代表区間を選定

代表区間を手本に出来る限り向上

下流 上流

河川の自然環境面で相対的に
良好な河川環境

河川環境等の整備と保全の
目指すべき方向性

代表区間

環境がよく似た「区分」
の最良区間を当⾯の目標
にするってことですね 

河川の縦断距離
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土木技術者と生物学者が理解しあうキーワード

土木技術者
・地盤高
・水位…

生物学者
・分類
・生態…

生物のことな
らおまかせ

地形をいじる
ならまかせろ

生息場
・瀬淵、ワンド、水草帯
・礫河原、干潟、ヨシ帯

生息場
・瀬淵、ワンド、水草帯
・礫河原、干潟、ヨシ帯
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５. 河川環境を評価するうえでの単位

出典：中村圭吾「河川環境管理シートのねらいについて」，2021

など
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６. 川らしい環境とは

川らしい環境＝川にしかな
い生息場のことですね 

・縦断方向に長い

・陸域と水域が連続

・洪水による攪乱が発生

・河川特有の生息場
・谷底平野や扇状地帯  瀬淵、礫河原、河畔林
・自然堤防帯  瀬淵、ワンド たまり、水生植物帯、河畔林
・デルタ帯  汽水性のヨシ帯、塩沼湿地植生帯、干潟

川らしい環境

公益財団法人 リバーフロント研究所

７. 河川環境管理シートの評価項目
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瀬

淵

【陸域】面積
①低・中茎草地

【汽水域】面積
⑪干潟

【汽水域】面積
⑫ヨシ原

【陸域】延長距離
②河辺性の樹林・河畔林 【陸域】面積

④外来植物生育地
（マイナス評価）

【水域】面積・数
⑨ワンド・たまり

【水域】面積・数
⑧連続する瀬と淵

【陸域】面積
③自然裸地

【水際域】割合※2

⑦水際の複雑さ 護岸
堰

【水際域】面積
⑤水生植物帯

【水域】面積
⑩湛水域
（マイナス評価）

【水際域】割合※1

⑥水際の自然度

※1

の割合

※2
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距離標 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

低・中茎草地 △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陸 河辺性の樹林･河畔林 - - - - - - - - △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○

域 自然裸地 - - - - - - - - △ △ ○ ○ ○

外来植物生育地 △ △ × △ △ △ △ △ △ × × △ × × × × × × × × ×

水 水生植物帯 - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ ○

際 水際の自然度 △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

域 水際の複雑さ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ ○

連続する瀬と淵 - - - - - - - - - - - - - - - - △ ○ ○ ○

ワンド･たまり ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○

湛水域 - - - - - - - -

汽 干潟 △ △ ○ ○ - - - - - - - - - - - - -

水 ヨシ原 △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ - - - - - - - - - - - - -

礫河原の植生域 - - - - - - - - - - - - - - - -

湧水地 - - - - - - - - ○

海浜植生帯 - - - - - - - - - - - - -

塩沼湿地 ○ - - - - - - - - - - - - -

総合評価(典型性のみ) 2 3 1 1 3 1 5 6 5 1 1 4 3 3 1 2 2 1 3 5 7

水

域

特
殊
性

生息場の
12環境要素
（典型性）

＊
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＊

８. 河川環境管理シートの評価イメージ

 典型的な１２項目の環境要素を評価対象
 中央値を基準に○＝１点、△＝０点、×＝-１点で加点評価
 特殊性の４項目は通常加点対象としない

生息場の
４環境要素
（特殊性）

典型性の合計点は
場の多様性を示し
ていますね 
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９. 河川環境管理シートを基にした環境改善イメージ

 河川環境区分内で手本となる代表区間、特殊な保全区間を選定
 点数の低い区間は代表区間を目標に出来る限り向上
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２. 河川環境管理シートの概要

12

1. 河川環境の評価の考え方

3. 新たな手引きの更新部分

4. 活用事例と今後の展望

どんな様式？

公益財団法人 リバーフロント研究所

１. ３つの様式の外観
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① 河川環境区分シート ② 代表区間選定シート

●●川 河川環境経年変化シート 様式３-１

2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 42 4 3 4 4 4 5 46 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 67 6 8 6 9 7 0 71 7 2 7 3 7 4 75 7 6 7 7 7 8 79 8 0 81 8 2 8 3 8 4 85 8 6 8 7 8 8 89 9 0 9 1 9 2 93 9 4 9 5 9 6 97 9 8 99 1 0 0 1 01 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 05 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 09

セグメントM セグメント2-1 セグメントM セグメント2-1 セグメント1

区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★

◆経年変化情報 ①：生息場の多様性の評価値の経年変化（過去(H20)⇒現況(H25)）
距離標（空間単位：1km）　 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 42 4 3 4 4 4 5 46 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 67 6 8 6 9 7 0 71 7 2 7 3 7 4 75 7 6 7 7 7 8 79 8 0 81 8 2 8 3 8 4 85 8 6 8 7 8 8 89 9 0 9 1 9 2 93 9 4 9 5 9 6 97 9 8 99 1 0 0 1 01 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 05 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 09

-- -- -- ○○ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ △△ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ○△ ○○ ○△ ○○ ○○ ○○ ○△ ○○ ○○ ○△ ○△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○○ ○△ ○○ ○△ ○○ ○△ ○○ ○△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ ○○ ○○ ○△ ○△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ △△ ○○ ○○ ○△ △△ ○△ △△ △△ △△ ○△ △△

○○ △△ △○ ○△ ○△ △△ ○○ ○△ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △○ ○○ △△ △△ △△ ○△ ○△ ○○ ○△ △○ △△ △○ △△ ○○ △○ ○○ ○○ ○○ △△ △○ △○ △△ ○○ △○ △○ ○○ △○ △○ △○ △○ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △○ △△ △○ △△ △△ △△ △○ △△ △△ ○○ △○ ○△ △○ △△ △△ △△ △△ △○ △○ △△ △△ ○○ △△ △△ △△ △○ △○ △△ △○ △○ △○ △○ △○ △△ △△ △○ △△
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5 2 1 3 1 2 5 6 5 6 5 3 3 4 4 5 2 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 3 2 4 4 4 3 2 3 6 5 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 5 3 5 6 5 5 3 3 2 3 3 4 2 2

3 2 1 3 1 3 5 5 5 4 5 2 3 4 5 3 4 2 2 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 5 2 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 4 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 5 4 4 4 2 3 4 4 2 3 3 1 5 5 4 2 1 2 5 5 5 2 2 0 1 2 3 1

5 1 3 2 0 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 4 2 5 3 3 2 4 4 4 3 5 4 5 2 1 1 1 2 3 1 3 1 5 2 4 5 6 2 4 3 3 4 5 2 2 3 5 5 4 3 4 6 5 5 3 3 4 4 6 2 2 2 2 0 1 3 1

2 -1 2 -1 -1 0 -1 -1 -2 0 -1 2 2 0 -1 -1 -2 0 0 -2 -3 -1 -2 -1 -1 0 1 0 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 -2 0 1 -1 1 1 0 1 -1 0 -1 -1 0 1 0 0 -1 3 0 1 3 4 -1 1 -2 -1 0 1 0 -1 -1 1 3 1 0 3 1 0 1 1 2 2 -1 1 -3 0 0 2 -1 -1 0 0

◆経年変化情報 ②：生息場の変化量（過去(H20)⇒現況(H25)）
距離標（空間単位：1km）　 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 42 4 3 4 4 4 5 46 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 67 6 8 6 9 7 0 71 7 2 7 3 7 4 75 7 6 7 7 7 8 79 8 0 81 8 2 8 3 8 4 85 8 6 8 7 8 8 89 9 0 9 1 9 2 93 9 4 9 5 9 6 97 9 8 99 1 0 0 1 01 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 05 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 09

- - - -0.1 -0.1 -1 .5 -7 .1 -1 0 . 9 -8.9 -6.4 -6 .9 -1 .7 -4.0 -5.9 -5 .2 -4 .8 -3.6 -1.1 - - - - - - - - - - - - -7.6 - 1 6 .8 -5.8 -7 .2 -5.6 -3.0 -5.4 -6 .2 -6.1 -9 .1 -3.5 1 .2 -3.5 -3 .7 -2.3 -1.0 -2.1 -1 .6 -4.0 -3.5 -2.5 -4 .9 -3.3 -2 .5 -1 .1 -2 .1 -3.4 -3 .6 -6 .9 -1.1 -0.2 -1 .2 -0.3 -1.8 0 . 0 -0 .4 -2.0 -2.4 -0.7 -2 .5 -2.5 -3 .6 -2.4 1 .8 -1.2 -1 .0 -2 .7 -2.2 - 1 0. 9 -1 .7 -0 .7 -0.3 -3.1 -1 .7 -0 .7 -1 .0 -1.0 -0 .2

0 .0 0 . 0 0 .4 -0.3 -0.1 -0 .3 0 .1 -0 .4 0. 3 0 . 0 0 .4 0 .4 0. 5 0 .1 0 .2 0 .4 0 . 4 0 .3 0 .2 -0 .1 -0 .6 -0 .4 -0.5 0 .4 -0 .1 0 .3 0. 1 0 .6 0 .8 0 .6 0. 3 0 .9 0 .1 0 .6 1. 1 0 .4 0 .0 1 .2 0. 6 0 .0 0. 5 1 .6 0 . 4 1 .5 0. 5 0 .4 0 . 2 0 .2 0. 2 1 .1 0 .5 0 .5 -0.1 0 .7 0 .6 0 .0 0 . 3 0 .8 0. 2 0 .2 0 . 0 0 .2 0. 0 0 .5 0 . 2 0 .2 0. 1 0 .0 0 .4 0 .4 0. 4 0 .2 0 .4 0 .3 0 . 1 0 .1 0 .5 0 .3 0 . 1 0 .9 0 .7 0 .2 0 .4 0 .9 0 .0 0 .2 0 .7 0 .2

-1.0 -0 .3 0 .1 0 .2 -0.2 0 . 1 1 .2 -1 .2 1. 3 0 . 1 -0 .1 0 .1 0 . 3 0 .4 -0 .3 0 .2 -0 .5 0 .0 0 .0 -0 .6 -0 .6 -0 .2 0 .1 -0 .3 -0 .1 -0 .9 -0.1 0 .0 -0 .3 0 .2 -1.2 -1.1 -2.5 0 .3 -3.8 -3.5 -1.6 -1 .3 -4.0 -0 .2 -5.1 -8.4 -3.7 -1 .4 -0.2 -2.5 -0.2 -1 .0 0. 7 3 .4 0 .4 -0 .2 1. 9 5 .6 1 .3 0 .9 5 . 6 3 .3 3. 2 0 .2 -1.0 -3 .5 1. 0 -3.1 -0.6 2 .5 -1.4 2 .4 -0.9 1 .6 -0.2 0 .4 4 .4 -3.7 -0.3 0 .5 1 .1 3 .7 0 . 7 -1 .8 -1 .1 -0.4 1 .1 0 .0 0 .0 0 .7 0 .8 0 .5

- - - 0. 4 1 .2 3 . 4 8 .3 4. 0 19. 3 4 .0 7 .9 2. 9 4 .0 8. 6 5 .8 6 . 6 3 .9 3. 7 - - - - - - - - - - - - 8 .7 25.1 7 .0 8 . 4 4 .4 5 .6 7 .5 6 . 6 6 .9 15 .9 10. 0 8 .6 10.8 6. 3 1 .1 2 .9 0 .9 0 . 3 1 .2 0 .5 0 .4 1 . 3 1 .0 0 .5 0 . 3 0 .4 1 .9 1 .0 2 . 0 0 .1 1 .2 0 .7 0 .3 1 .8 1 .1 0 .9 2 .6 0 .3 5 .3 2 .3 0 .5 0 .3 1. 0 1 .1 0 .2 1 .1 0. 3 2 .5 7 .5 0 .8 1. 7 1 .3 0 .2 3 .7 0. 0 0 .8 1. 2 0 .8

- - - -0.5 0 .1 0 . 1 -6 .8 4 .3 1 . 3 3 . 2 -0 .1 1 .6 1 . 0 0 .4 0 .2 2 .6 0 . 6 2 .8 - - - - - - - - - - - - 0. 9 0 .8 0 .9 0 .0 0. 0 0 .0 -0.1 0 .2 0. 9 0 .4 0. 7 1 .2 0 . 1 0 .4 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .1 0 .6 0 .4 0. 7 0 .2 0 .4 0 .7 1 . 8 0 .2 0. 2 0 .1 0 . 1 0 .0 0. 1 0 .3 0 . 0 0 .0 0. 0 -0.2 0 .0 0 .0 0. 0 0 .5 2 .7 2 .4 0 . 6 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .3 0 .0 0 .0 -0.2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

左岸 0.9 15 .8 0 .0 -1.7 -0.1 0 . 0 0 .1 0 .0 0 . 0 0 . 0 19 .9 -1 5 . 8 -2 .3 4 .2 0 .0 22 .4 0 . 0 -0.4 9 .8 0 .0 -7 .7 0 .0 0 .0 0 .0 2 .6 -8 .3 0. 1 10.6 0 .0 12 .6 8. 4 -0.6 0 .1 0 .0 4. 6 0 .0 0 .0 1 .5 17.0 0 .1 -1.8 18.6 -2.9 6 .5 0. 0 -0.6 0 . 0 0 .0 -2 2 . 7 0 .0 0 .3 0 .0 2. 3 7 .6 0 .1 -6 .6 -2.2 -0 .5 0. 0 1 .4 5 . 5 32 .7 1. 9 -3.5 10.1 0 .0 0. 4 14.9 9 .3 24 .6 2. 1 8 .0 -9.0 4 .3 -8.2 -0 .1 9 .9 11.0 -9.1 1 .6 29 .8 - 2 0 .0 8 .6 17 .9 2 .3 -0 .1 1 .7 3 .2

右岸 0.9 0 . 0 0 .5 -0.9 0 .3 0 . 0 4 .0 -0 .1 0. 0 0 . 0 -0 .2 -0 .5 0 . 8 -1.2 0 .0 0 .0 2 . 8 15.5 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 -3 .8 0 .0 8. 5 0 .1 0 .0 0 .1 6. 8 0 .0 3 .5 0 .0 40.3 0 .0 0 .0 -0 .1 -5.8 0 .0 21.5 0 .9 -3.4 -4 .7 0. 0 27.3 6 . 0 6 .6 0. 1 0 .0 -0 .1 -0 .4 -1.0 0 .0 0 .1 16 .5 9 . 7 5 .0 -2 .5 0 .9 4 . 4 1 .2 -1 0 . 1 -1.6 1 . 7 4 .8 0. 6 1 .1 33.7 11 .4 2. 6 1 .6 0 .2 - 2 3. 5 1 . 1 -1 .7 - 14 . 8 20.4 -0.3 2 .0 -3 .1 17.5 11.1 11 .8 17 .9 4 .5 -1.9 48 .1

0 .3 0 . 0 0 .1 0 .0 0 .1 -0 .2 0 .3 -1 .1 0. 1 -0.2 1 .4 0 .4 1 . 1 -0.3 0 .2 -0 .2 -0.1 0 .0 0 .0 -0 .4 -0 .5 -0 .6 -0.8 -0 .3 -0 .5 0 .2 0. 1 0 .2 0 .1 -0 .1 0. 1 -0.7 0 .2 0 .7 -0.2 -0.1 -1.2 2 .6 0. 8 -0 .5 0. 1 0 .1 -0.3 0 .9 -0.1 0 .7 -0.2 0 .2 0. 1 0 .4 0 .0 0 .7 -0.2 1 .3 0 .2 0 .6 1 . 3 2 .3 0. 1 0 .6 -0.5 0 .2 0. 7 -0.3 -0.1 0 .1 -0.2 1 .0 1 .3 0 .0 -0.2 0 .3 1 .3 1 .8 -0.7 0 .1 -0 .2 0 .4 -0.1 0 .4 0 .6 1 .9 -0.3 -0 .2 -0 .3 0 .1 0 .5 0 .8

早瀬の面積（ha） -0.8 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 -1.2 0 .0 0 .0 -0 .5 0 .9 -0.3 0 .3 -0 .1 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 -0 .2 -0.1 -0 .2 0. 0 0 .3 0 . 0 0 .0 0. 0 -0.1 0 . 2 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 -0 .1 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 -0 .6 -0.6 -0.2 -0 .2 -1.5 0 .0 0 . 4 0 .7 -0.9 -0.9 -0.9 -0 .9 -0.9 -0 .7 -0.7 0 .6 0 . 4 0 .8 0 .8 -2.2 0 . 0 -0 .6 -2 .4 -3.4 -2.4 -2 .4 -1 .8 -0 .5 -0.3 -0 .3

淵の面積（ha） -0.6 0 . 0 -0 .3 -0.2 -1.1 0 . 0 -0 .4 0 .0 0 . 0 0 . 0 -2 .3 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .3 -0 .9 -1.0 0 .9 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0.0 0 .0 0 .4 0. 4 0 .4 0 .4 0 .0 -0.8 0 .1 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 -0 .1 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 -0 .5 0 . 1 0 .1 -0 .4 -0.4 -0.9 -0 .9 0. 0 -0.5 0 . 5 -0 .1 1. 3 1 .3 0 .8 0 .8 0. 8 0 .0 0 .0 -0.1 0 . 0 0 .0 0 .0 -1.2 0 . 1 0 .4 -0 .2 -0.1 0 .7 0 .7 -1 .3 -0 .4 0 .0 0 .0

- - - 0 .0 0 .0 0 . 0 -0 .1 0 .2 -0.3 -0.3 0 .3 0 .0 -0 .3 -0.8 -0 .8 -0 .1 -0 .3 0 .0 - - - - - - - - - - - - 0. 0 0 .2 0 .2 -0 .7 -0.7 1 .7 1 .7 0 .3 0. 3 0 .6 2. 3 -0.8 -3.2 -0 .1 -0.9 0 .0 0 . 1 0 .0 0. 0 0 .0 -0 .1 -0 .2 0. 0 0 .0 0 .3 0 .0 0 . 3 0 .3 -0 .2 -0.2 -0.2 -0 .2 0. 4 0 .1 -0.7 -0 .3 -1.0 -1.0 0 .1 0 .1 0. 1 0 .5 0 .5 1 .1 1 . 7 -0 .2 -0 .2 -1.6 -0.2 -0 .7 -1 .9 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 1 .7 1 .7 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 1. 0 0 .0 0. 0 0 .0

0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0. 0 0 .0

0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0 .0 0. 0 0 .0

※ ：改善傾向（ 前の時期の10 0%以上） 、 ： 改善傾 向（前の時期の 50%以 上） 、 ：悪化傾向（前の時期 の50% 以上） 、 ：悪化傾向（前の時期の10 0%以上）

◆環境変化の概要情報
距離標（空間単位：1km）　 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 42 4 3 4 4 4 5 46 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 67 6 8 6 9 7 0 71 7 2 7 3 7 4 75 7 6 7 7 7 8 79 8 0 81 8 2 8 3 8 4 85 8 6 8 7 8 8 89 9 0 9 1 9 2 93 9 4 9 5 9 6 97 9 8 99 1 0 0 1 01 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 05 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 09

● ●

◆参考情報：河川事業の実施状況、予定区間
距離標（空間単位：1km）　 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 42 4 3 4 4 4 5 46 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 67 6 8 6 9 7 0 71 7 2 7 3 7 4 75 7 6 7 7 7 8 79 8 0 81 8 2 8 3 8 4 85 8 6 8 7 8 8 89 9 0 9 1 9 2 93 9 4 9 5 9 6 97 9 8 99 1 0 0 1 01 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 05 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 09

◆参考情報：高水位の発生状況
距離標（空間単位：1km）　 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 42 4 3 4 4 4 5 46 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 67 6 8 6 9 7 0 71 7 2 7 3 7 4 75 7 6 7 7 7 8 79 8 0 81 8 2 8 3 8 4 85 8 6 8 7 8 8 89 9 0 9 1 9 2 93 9 4 9 5 9 6 97 9 8 99 1 0 0 1 01 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 05 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 09
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低・中茎草地の減少

水生植物帯 の増加

淵減少

低・中茎 草地の減少

水生植物帯増加

早瀬減少

淵増加傾向

高水敷掘削（H2 4） 高水敷掘削（H22） 高水敷掘 削（H2 3） 高水敷掘削（ H21）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0
H20 H21 H22 H23 H2 4 H25

○ ：基準年の中 央値以上

△ ：基準年の中 央値以下

× ：基準年の中 央値以上

（典型性4、10のみ）
－ ：なし（ 数値が 0）

■ ：改善傾向

■ ：悪化傾向

■ ：評価対象外

水生植物帯の 減少

：改 善傾向

（ 前の時期の30 %以上変化）

：悪 化傾向

（ 前の時期の30 %以上変化）

：前 の時期の30 %以上の変化なし

外来植物の増加

ワンド・た まり減少

河辺性の樹林・ 河畔林の増加河辺性 の樹林・ 河畔林減少

0.0（平水位）

※典型性4 、10は減少が改善傾向、
増加が悪化傾向

淵減少 淵減少

河辺 性の樹林・河畔 林の増加

外来植物の増 加傾向

水生植物帯の増加 水生植物帯の増加

ワ ンド・た まり増加

自然裸地の増加

淵減少

自然裸地の減少

早瀬減少

淵、ワ ンド・ たま り減少

湛水域増加
ワンド・た まり増加

水生植物帯増 加

自然裸地の増加 自然裸地の減少 自然裸地の増加

低・中茎草地の減少

外来植物増加
：改 善傾向

（■ もしくは ■■が3 km以 上）

：悪 化傾向

（■ もしくは ■■が3 km以 上）

低・中茎草地の増加（1種 ）

水生植物帯の増加 （1種）
低 ・中茎草地の 増加（1 種）

●： 改善傾向

●： 悪化傾向

※◆詳細情報：生物出現状況の変化より抽出

低・中 茎草地の減少

水生植物帯の増加

自然裸地 の減少 自然 裸地の減少

河辺 性の樹林・河畔林の増加 河辺性の樹林・河 畔林の増加

ワンド・た まり増 加

河辺性の樹 林・ 河畔林の増加 河辺性の樹林・河畔林の増加

低・中茎草地 の減少

自然裸地の増加 自然裸地の増 加

河辺性の樹林・河畔林の増加 河辺性 の樹林・ 河畔林 の増加

早瀬減少

ワンド・たま り減少
淵減少

湛 水域増加

堤防整備（左岸） 堤防整備（左岸） 堤防整備（ 左岸）

堤防整備（右岸 ）

堤防整備（左岸） 堤防整 備（左岸）

堤 防整備（ 右岸） 堤防整備（右岸） 堤防整備（右岸）

堤防整備（左 岸） 堤防整備（左 岸） 堤防整備（左岸） 堤防整備（左岸） 堤防整備（左岸 ） 堤防整備（ 左岸）

堤防整備（右岸）堤防整備（右 岸）堤防整備（ 右岸）堤防整備（右岸）堤防整備（右岸）堤防整備（右岸）河道 掘削 河道掘削
河 道掘削 河道掘削

河道掘削

河道掘削

河道掘削

③ 河川環境経年変化シート

区分５区分４
セグメント2-1

代表区間

代表区間保全区間

保全区間
区分２

区分1 区分3
区分4

区分5
区分6

２時期の比較

7

第31回リバーフロント研究所研究発表会 令和5年10月4日



公益財団法人 リバーフロント研究所

２. 河川環境区分シート

14

 「河川環境区分」の区分け、根拠となる情報等を記載
 １ｋｐ加点評価で全川の良好・不良区間を可視化

「河
川
環
境
区

分
」に
区
分
け

各区間の評価値

全川の中央値を基準とした相対
評価により○：1点、△：0点、
×：-1点の加点評価

公益財団法人 リバーフロント研究所

３．代表区間選定シート

15

 上記を合算した評価
値等に基づき「代表
区間」の候補を設定候補の抽出理由

典
型
性

特
徴
づ
け
る
種
（注
目
種
）

の
個
体
数
と
依
存
す
る
生

息
場

 大セグメントの中央
値を基準とした相対
評価による加点評価
結果

 「注目種」が依存す
る環境要素の数を加
点評価

 １ｋｐ加点評価で河川環境区分ごとの良好・不良区間を可視化
 「代表区間」「保全区間」を設定

視点場の有無

8

第31回リバーフロント研究所研究発表会 令和5年10月4日



公益財団法人 リバーフロント研究所

◆経年変化情報 ①：生息場の多様性の評価値の経年変化（過去(H20)⇒現況(H25)）
距離標（空間単位：1km）　 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

-- -- -- ○○ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ ○△

○○ △△ △○ ○△ ○△ △△ ○○ ○△ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

○○ ○- △△ △△ △△ -△ △○ ○○ ○○ ○○ △△ △△ △○ △○

-- -- -- △△ △△ △△ ×× ×× △× ×× △× △△ △△ △×

-- -- -- △△ △△ ○○ ○△ ○○ ○○ △○ △△ △○ △○ △△

△○ ○○ ○○ △△ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △△ △△ △○

△○ △△ △○ ○○ △△ △△ ○○ ○△ △△ △△ ○○ △○ △○ ○○

○○ -- △- △- △- -- △- -- -- -- △- -- -- △△

-- -- -- -- -- -- ○△ △○ ○△ ○△ ○○ -- ○○ ○○

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5 2 1 3 1 2 5 6 5 6 5 3 3 4

3 2 1 3 1 3 5 5 5 4 5 2 3 4

5 1 3 2 0 3 4 4 3 4 4 4 5 4

2 -1 2 -1 -1 0 -1 -1 -2 0 -1 2 2 0

陸
域

水
際
域

H20（過去）

H25（現況、基準年）

評価値の差（H25-H20）

生息場の多様性の
評価値の比較

12.ヨシ原

4.外来植物

5.水生植物帯

6.水際の自然度

7.水際の複雑さ

2時期の評価の比較

H6（参考）

8.連続する瀬淵
水
域

汽
水

9.ワンド・たまり

10.湛水域

11.干潟

1.低・中茎草地

2.河辺性の樹林・河畔林

3.自然裸地

典
型
性

○：基準年の中央値以上

△：基準年の中央値以下

×：基準年の中央値以上

（典型性4、10のみ）
－：なし（数値が0）

■：改善傾向

■：悪化傾向

■：評価対象外

セグメントM セグメント2-1

区分1 区分2

★ ★

大セグメント

河川環境区分

代表区間

保全区間

基本情報

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35距離標（空間単位：1km※）

略図

○○川
○
○
橋

○
○
橋

○
○
橋

○
○
橋

○
○
橋

○：基準年の中央値以上

△：基準年の中央値以下

×：基準年の中央値以上

（典型性4、10のみ）
－：なし（数値が0）

■：改善傾向

■：悪化傾向

■：評価対象外

2時期の評価の比較

生息場の多様性の
評価の比較

様式3-１

〇〇：〇→〇（過去も現在も良好）
△〇：△→〇（改善傾向）
〇△：〇→△（悪化傾向） ※過去年も最新年の中央値で評価

環境変化
の傾向

○○ ○△

△○ ○○

×× ××

16

 最新年の大セグメントの中央値に基づき2時期の環境要素の変
化状況、評価値の差分を示す

４．河川環境経年変化シート

１つのセ
ルに記号
が２つ

公益財団法人 リバーフロント研究所

５. 河川砂防技術基準における位置づけ

17

第1章 河川環境等の整備と保全及び総合的な土砂管理
第1節 河川環境等の整備と保全
1．1 総説
＜必 須＞

河川環境等の整備と保全に関する計画を策定するに当たっては、河川環境等の特徴、
流域・沿岸の自然環境や社会環境及びそれらの歴史的な変遷等を把握し、治水・利
水機能との整合を図りながら、河川環境等の整備と保全の目標を設定し、それを実
現するための方策を策定するものとする。また、この際には、動植物の良好な生息・生

育・繁殖環境の保全・創出、良好な景観の保全・創出、人と河川等との豊かな触れ合い活
動の場の保全・創出、良好な水質の保全等を総合的に勘案するものとする。

＜例 示＞

河川環境等の整備と保全に関する検討を行うに当たっては、以下の点に留意する必要
がある。

４．「現況の環境を保全するとともにできる限り向上させる」という考え方のもとで、河
川全体の俯瞰的な把握を踏まえ、「河川環境管理シート」をツールとして使いながら、河
川環境が相対的に良好な場を参考として、河川環境の評価を行うこと。

○河川砂防技術基準（計画編
編）令和4年6月版において、環管シートによる河川環境の評
価が位置付けられている

出典：水管理・国土保全局，河川砂防技術基準計画編 施設配置等計画編令和4年6月版，2022

9
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公益財団法人 リバーフロント研究所

３. 新たな手引きの更新部分

18

1. 河川環境の評価の考え方

2. 河川環境管理シートの概要

4. 活用事例と今後の展望

考え方は同じ？

どこが変わったの？

公益財団法人 リバーフロント研究所

１．考え方の踏襲

19

 本省版手引きは、これまでの手引き（案）における評価方法等
の考え方を基本的に踏襲している。

 新手引きの発出によって、これまでの手引きは廃盤とする。
 「河川環境管理シート」自体の変更はなく、通し番号の変更、

入力式の修正、注目種と依存する環境の加筆にとどまっている。

河川環境管理シートを用いた
環境評価の手引き

～河川環境の定量評価と改善に向けて～

令和5年７月

国土交通省
水管理・国土保全局

河川環境課

実践的な河川環境の評価・
改善の手引き

（案）

平成31年3月

公益財団法人
リバーフロント研究所

評価方法等の
考え方を踏襲

旧手引きで作った
環管シートも活用
できますね 

10

第31回リバーフロント研究所研究発表会 令和5年10月4日



公益財団法人 リバーフロント研究所

２．新旧手引きの構成

20

 新たな手引きでは、考え方編、内容編、作成編、活用編、留意
事項編として整理されている

はじめに （目的等）

２．河川環境の評価方法と良好な場
の設定方法 コラム1～6

３．河川環境改善の具体化の考え方
・ 改善の優先度の考え方
・ 改善内容の具体化の考え方
・ コラム7～12

４．継続的な取り組みに向けて
・ 取組みのサイクル
・ 取組みの活用場面
・ 技術力向上・人材育成の場
・ 取組みの改善に向けた課題
・ コラム13～14

１．河川環境の評価と改善の考え方

はじめに（本書の構成）

２．内容編
・ 河川環境管理シートの構成

３．作成編

４．活用編
・ 評価結果を受けた情

報の取り扱い等
・ 生息場の変化の把握
・ 環境改善の優先度の

考え方
・ 評価と環境改善の取

組み

１．考え方編 利点と留意事項

５．留意事項編

・ 河川環境区分シートに
おける留意点

・ 代表区間選定シートに
おける留意点

・ 河川環境経年変化シー
トにおける留意点

・ エキスパートオピニオン
・ 河川環境を改善する際

の留意点

河川環境管理シートを用いた環境評価の
手引き_R5.７

実践的な河川環境の評価・改善の手
引き（案）_H31.3

公益財団法人 リバーフロント研究所

３．手引きの更新（活用上の留意点）

21

時点情報であり、変動する河川環境
を正しく把握するため経年変化把握
等による補完が必要

 環管シートの活用に関し、重要な以下4点を冒頭に記述

相対比較のため区分全体が低評価で
あった場合は「代表区間」を設定せ
ず、空中写真や文献等を参考に過去
の自然環境の状態等を踏まえた目標
検討が必要 全区間低得点の場合は

代表区間を定めない！

0 1 2 3 4 5 6 7

大セグメント区分 セグメント3

河川環境区分 区分1

1. 低・中茎草地

2. 河辺性の樹林･河畔林 - - - - - - - -

3. 自然裸地 - - - - - - - -

4. 外来植物生育地 × △ ×

5. 水生植物帯 - - - - - - - -

6. 水際の自然度 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○

7. 水際の複雑さ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○

8. 連続する瀬と淵 - - - - - - - -

9. ワンド･たまり
10. 湛水域 - - - - - - - -

11. 干潟
12. ヨシ原 ○ △ △ ○

2 2 1 1 1 1 0 2

陸
域

水
際
域

水
域

汽
水

距離標（空間単位：1km）

典
型
性

生息場の多様性の評価値

概略評価のため、河川環境情報図等
の補完によって面的な環境の広がり
等の把握が必要 面で見直す！

１２指標は最低限の指標であり必要
に応じて指標を補完

必要に応じて
指標を補完！

•水域の連続性
•河床の多孔質性
•冠水頻度
•

川の変動を考慮！

時点情報

11
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４．一部の環境要素の定義の明確化

22

 新たな手引きでは一部の環境要素について、定義の明確化が図
られている

低・中茎草地
従来は参考文献の記載 →群落リストの掲載

水生植物帯
従来は参考文献の記載 →群落リストの掲載

水際の複雑さ
従来は流心線の定義について詳細説明なし

→流心線の設定法を定義

このほか
• 注目種と依存する環境リストの加筆
• 各様式番号の修正
• 経年変化シートのひな形様式における計

算式のバグ

定義を明
確化しま
した 

公益財団法人 リバーフロント研究所

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

河川環境区分
区分1

（汽水・感潮域）
区分2

（州の発達した河道）
区分3

（自然度の高い水際・左岸山付き）

河川区分 下流部

大セグメント区分 セグメント2-2

略図

中流部

セグメント1

河

川

区

分

日吉津村

皆生大橋

水貫川
日野川緑地

車尾床止

日野橋

新日野橋

日野川鉄橋

日野川堰

米子大橋

米子市

米子市

法勝寺川 大川

八幡橋 伯耆橋

伯耆町

伯耆町

別所川 清山川
三和橋

蚊屋堰

五千石堰

大江川
華翠橋

高尾堰

鬼守橋

佐野川用水

佐野川堰

野上川

グラ ウンド

23

日野川堰 蚊
屋
堰

五
千
石
堰

高
尾
堰

撮影期日：2020.6.2

0

1

2

3

面
積

ha
. H29 H19

自然裸地の変化
（H29-H19）

-- -- -- ○○ △△ △○ ○○ △△ ○○ △△ ○△ △△ △○ ○△ △○ ○△自然裸地の評価

５．一連区間における砂州の移動の評価

 砂州の移動に伴う評価値のスライドは、継続的な攪乱更新の結
果として、一連区間において良好な状態にあると評価してよい

一連区間での砂州の移動
は健全な河川環境にある
と評価できますね 

H19
H29

12
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 定量値に基づき二極化区間を検出可能

24

河床高は低く（深く）なると川らしい環境が
損なわれている可能性あり！

河道幅/水面幅比が大きくなると川らしい環境が
損なわれている可能性あり！

河道内樹林面積が大きくなると川らしい環境が
損なわれている可能性あり！

攪乱により
維持される
礫河原

ワンド

外来植物

切り立っ
た河岸

固定砂州上の
河道内樹林

６．定量データに基づく二極化区間の検出

河道の“二極化”

定量データにて把握可能！

エコトーン

数値からの読
み取り例は、
てびきに記載
されていま
す 

公益財団法人 リバーフロント研究所

25

• 自然河岸としていた箇所が、洪水によ
る侵食で人工河岸になっていた。

• 自然裸地であるが、軟岩が露出しており、
礫河原の生物は利用できない環境だった。

• 自然裸地が遷移により植物群落になって
いた。

植生遷移による変化

• 伐採により外来植物樹林がなくなって
いた。

直近の改修による変化

数値に現れない現地状況

洪水による変化

７．現地確認の必要性の強調

 代表区間の選定時には、データ取得時以降の環境変化や、数
値に現れない現地状況を確認するため、必ず現地を確認

25
13
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８．てびきや河川環境管理シートひな形データの入手方法

26

 環管シートの手引き、ひな形は水管理国土保全局webサイト、
リバーフロント研究所のwebサイトより入手可能

水環境・国土保
全局 「指針・ガ
イドライン等」

リバーフロント研
究所 「手引き・ガ
イドライン」

公益財団法人 リバーフロント研究所

４. 活用事例と今後の展望

27

1. 河川環境の評価の考え方

2. 河川環境管理シートの概要

3. 新たな手引きの更新部分

今後はどんな活
用があるの？

どんな活用法が
あるの？

14
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公益財団法人 リバーフロント研究所 28

４-1. 活用事例

1.河川整備基本方針への活用
2.自然再生事業への活用
3.環境改善区間への事業区分の割り付け

公益財団法人 リバーフロント研究所

１ー１．河川整備基本方針への活用

29

 河川環境区分と流程区分の整合、環境特性の反映

出典：第121回_河川整備基本方針検討小委員会 資料2-1 多摩川水系河川整備基本方針の変更について

河川環境区
分と、上・中・
下流の関係
性を明示！

代表区間と
注目種を環
境特性とし
て記述！

15
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１ー２．河川整備基本方針への活用

30

 河川環境の特性の抽出と標準横断図への保全･創出措置の反映

出典：第128回_河川整備基本方針検討小委員会 資料2-1 大野川水系河川整備基本方針の変更について

河川環境の現
状評価として環
管シートを添付

代表区間と注目
種の依存する生
息場を踏まえ断面
イメージを記述！

公益財団法人 リバーフロント研究所

２．自然再生計画における環境改善検討区間の明確化

31
出典：阿賀野川河川事務所HP「阿賀野川自然再生計画書」 https://www.hrr.mlit.go.jp/agano/shizensaisei/keikakusho/shizen-keikaku.pdf

○河川環境経年変化シートによる２時期の比較により、環境の
劣化傾向区間と、劣化要因となった環境要素を特定

環境の劣化傾向
区間と劣化要因
を特定！

３.自然裸地

16
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環境改善検討区間候補環境改善検討区間候補

Yes No

優先検討区間
監視・保全区間監視・保全区間

改修時検討区間改修時検討区間 自然再生検討区間自然再生検討区間

最優先検討区間

Yes No必要性・緊急性
いずれかが高い

現状で比較的良好な環境
の監視・保全を図る区間

必要性・緊急性
ともに高い

環境改善を最優先で検討 環境改善を優先的に検討 現状では監視にとどめ当面の
環境改善を見送る区間

河川改修時に自然環境の再生 創出を図る区間

治水・利水の優先度の高い区間

改修済み、改修予定の区間

樹木管理･維持掘削等の維持管理必要区間、等

自然再生事業等により特別に施策を講じ自然環境の再生・創出を図る区間

特に重要な環境要素が存在する区間（重要種の生息・生育・繁殖環境）や保全区間

事業効果の高い区間（代表区間等の隣接区間、支川合流部、山付き部など）

市民が大切にする環境の存在区間（水辺の楽校等）、等

治⽔や利⽔の優先度が特に⾼く、環境改善の取り組みを⾏う余地が少ない
現在すでに関係者間の合意を得た計画がある、もしくは改修中・監視中である
攪乱地等、環境の変動が大きく一時的な変化であると考えられる
区間の課題が上位計画における河川全体の課題と乖離し慎重な検討が必要である、等

環境改善検討区間

Start

○環境改善の必要性＝代表区間との評価値の差大
○環境改善の緊急性＝２時期の評価値の差大

32

３ー１．環境改善区間の割り付け（多自然川づくりor自然再生）

選 定 基 準
（約16％）

公益財団法人 リバーフロント研究所

３ー２．環境改善区間の割り付け（多自然川づくりor自然再生）

○環境改善に向けた緊急性、必要性の抽出結果を参考に、多自
然川づくりと自然再生による事業区間を割り付け。

吉井川・金剛川 河川環境区分：

◆生息場の多様性の評価値の経年変化（過去(H21)⇒現況(R1)） ↓代表区間 代表区間↓ ↓代表区間 ↓代表区間

距離標（空間単位：1km）　 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-- -- -- -- -○ -- -- -- -- -- -- ○- -○ -○ △△ -- -- -- -- △- -△ -- △○ △○ △△ △○ △○ △△ △△ △○ △△

- - - - - - - △△ △△ ○△ △○ ○○ △○ ○○ ○○ ○○ ○○ △△ -△ ○○ △△ ○△ ○△ ○△ ○○ ○○ ○△ ○△ ○△ ○○ ○○

- - - - - - - -- -- -- -- -- -- ○△ △○ △△ -△ -- △- △○ ○○ △△ △○ △△ △△ △△ ○○ ○△ △○ △○ △-

- -△ △× △△ -× △△ △× △△ ×△ ×△ ×× ×× ×× △× ×× ×× ×△ △△ △△ △△ ×× ×× ×△ ×× △× ×× ×△ ×× ×× ×△ ×△

- - - - - - - ○△ -- -○ △- -△ △○ ○○ ○○ ○○ △△ △- -- ○○ △△ ○△ ○△ △△ ○△ △○ ○○ ○○ ○○ ○○ △△

△△ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △△ ○△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △△ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ △○ ○○ ○○ ○○ △△ ○○ ○○

○○ △△ ○○ △△ △△ ○○ ○○ △△ △△ ○○ △△ ○○ △○ ○○ ○○ ○○ △△ △△ △△ △△ ○○ ○○ △△ △△ ○○ ○○ △△ △△ ○○ ○○ △△

- - - - - - - - - - - - - -- ○○ △△ -- △△ -- -- -- -- -- ○○ ○○ ○○ ○○ △△ ○○ -- △△

-- -- -- -- -- -- -- -- -- ○○ ○○ ○○ ○△ ○○ ○○ △△ △- -- -- △△ △△ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○△ ○△ ○△ ○○

- - - - - - - △△ ×× ×× ×× △△ ×△ △△ △△ ×× ×× ×× ×× △× △△ △△ △△ △△ -- -- -- -- -- -- --

○△ △○ ○○ △○ ○△ -- -△ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- △△ ○○ ○○ △△ △△ ○○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 0 4 2 2 2 3 1 -1 2 0 4 0 6 5 2 0 -1 -1 3 2 4 3 3 5 4 5 4 4 4 2

1 1 3 3 1 2 2 0 -1 3 1 3 4 5 6 2 1 -1 -1 3 2 2 4 2 4 6 6 1 3 6 3

-1 1 -1 1 -1 0 -1 -1 0 1 1 -1 4 -1 1 0 1 0 0 0 0 -2 1 -1 -1 2 1 -3 -1 2 1

-2 -2 0 0 -2 -1 -1 -4 -5 -1 -3 -1 0 0 1 -3 -4 -6 -6 -2 -3 -3 -1 -4 -2 0 0 -5 -3 0 -3

-1 1 -1 1 -1 0 -1 -1 0 1 1 -1 4 -1 1 0 1 0 0 0 0 -2 1 -1 -1 2 1 -3 -1 2 1

優
先

優
先

優
先

優
先

優
先

優
先

優
先

最
優

先

距離標（空間単位：1km）　 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

落差あり 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 2 1 0 2 4 2 2 4 2

落差なし 0 3 3 3 2 3 2 4 2 4 0 4 4 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0

高潮対策
耐震対策

高潮対策
耐震対策

6.水際の自然度

7.水際の複雑さ

河川改修

実施済区間

実施予定区間

評価値の差（R1-H21）

生息場の多様性の
評価値の比較

環境改善の
必要性・緊急性の評価

2時期の評価の比較 1.低・中茎草地

2.河辺性の樹林・河畔林

3.自然裸地

典
型
性

8.連続する瀬淵

陸
域

水

際
域

水
域

汽
水

9.ワンド・たまり

10.湛水域

11.干潟

12.ヨシ原

4.外来植物

5.水生植物帯

築堤

H21（過去）

R1（現況、基準年）

築堤
河道掘削
堤防補強

優先度

横断的連続性（流入支川等の箇所数）

-4.1

必
要
性

緊
急
性

代表区間との乖離

経年評価値の差

平均値

標準偏差

68％下限値（平均－標準偏差）

68％下限値（平均－標準偏差）

平均値

標準偏差

0.0

0.9

-0.9

0.4

1.7

-1.3

-0.3

0.9

-1.2

0.7

1.7

-1.0

-2.7

2.2

-4.9

河道掘削
堤防補強

-2.5

1.8

-4.3

-1.1

0.8

-2.0

-2.3

1.8

○：基準年の中央値以上

△：基準年の中央値以下

×：基準年の中央値以上

（典型性4、10のみ）
－：なし（数値が0）

■：改善傾向

■：悪化傾向

■：評価対象外

・代表区間との乖離がマイナス

⇒環境改善の必要性が高い

・経年評価値の差がマイナス

⇒環境改善の緊急性が高い

区分① 区分② 区分③ 区分④

※
あるが、区間の状況等を踏まえ、今回の個別箇所の検
討対象外とした区間である。

自
然
再
生
検
討

改
修
時
検
討

改
修
時
検
討

水制整備により良
好な干潟・ヨシ原
が見られるため、
0k・1k区間より優
先度が低く、今回
検討対象外とした。

自
然
再
生
検
討

自
然
再
生
検
討

堰の直下・直上区
間で全面が低水護
岸。整備の実現性
が低いため、今回
検討対象外とした。

自
然
再
生

自
然
再
生

多
自
然

多
自
然

自
然
再
生

自
然
再
生

自
然
再
生

自
然
再
生

多
自
然

多
自
然

監
視
・保
全

監
視
・保
全

監
視
・
保
全

監
視
・
保
全

監視・保全区間とした理由 堰上下流堰上下流自然再生
施工直後
自然再生
施工直後

17

第31回リバーフロント研究所研究発表会 令和5年10月4日



公益財団法人 リバーフロント研究所 34

４-２. 今後の展望

1.ネイチャーポジティブ評価への活用
2.定量的な河川環境目標の設定
3.DXによる環境評価指標の拡張

公益財団法人 リバーフロント研究所 35

４ー１．今後の展望（ネイチャーポジティブ評価）

○河川改修前後における評価値の差を用いて評価可能
ネイチャーポジティブ
• 2021 年 6 月 の G7 において「自然協約 2030」が首脳間で

合意され、２０３０年までに生物多様性の損失を止めて反
転させる(ネイチャーポジティブ) 道筋を明らかにすること、
2030 年までに陸域・海域のそれぞれ少なくとも 30 ％ の面
積を保護区とすること（30 by 30）などに取組む。

出典 中村圭吾，2022.
◆基本情報2-1：生物の生息場の分布状況（全川の中央値に基づき評価）

距離標（空間単位：1km） 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
低・中茎草地 - - - ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ - - - - - - - - -

陸 河辺性の樹林･河畔林 △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △

域 自然裸地 △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

外来植物生育地 - - - △ △ △ × × × × × △ △ × × × × △ - - - - - - - - -

水 水生植物帯 - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ - - - - - - - - -

際 水際の自然度 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

域 水際の複雑さ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

連続する瀬と淵 ○ △ △ △ △ △ △ △ △

ワンド･たまり - - - △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ - - - - - - - - -

湛水域

汽 干潟 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

水 ヨシ原 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

礫河原の植生域

湧水地 - - - - - - - - - - - -

海浜植生帯 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

塩沼湿地 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

生息場の多様性の評価値 2 1 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 1

典

型

性

特

殊

性

水

域

５３ ３１ ２ ６３ ３4 3 34

事業前 26点

事業後 29点

3点増加！
9％の増加

例えば… 河川環境区分ごとの事業前後の評価値の差

事業前
事業後
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干
潟
：
29.

9
ｈ
ａ

ヨ
シ
原
：
35.

0
ｈ
ａ

36

○環管シートの定量値を活用して河川環境目標を設定可能
４ー２．今後の活用の可能性（定量的な環境目標の設定）

英国の先進的な取り組み
• 英国イングランド『生物多様性ネットゲイン政策』すべて

の開発事業ごとに生物多様性を 10 ％ 増やす定量目標が新
たな環境法（2021 年 11 月）に明文化され、2023 年 11 
月に必須となる。

例えば…
出典 中村圭吾，2022.

河川環境目標⇒１０％環境改善！
元データ

距離標 -2 -1 0 1 2 3 4

汽水域

区分1

陸 1 低・中茎草本

域 2 河辺性の樹林･河畔林 - - - - - - -
3 自然裸地 - - - - - - -
4 外来植物生育地 △ △ × × ×

水 5 水生植物帯 - - - - - - -
際 6 水際の自然度 △ △ ○ △ ○ ○ ○

域 7 水際の複雑さ △ △ ○ △ ○ △ ○

水 8 連続する瀬と淵 - - - - - - -
域 9 ワンド･たまり △ ○

10 湛水域 - - - - - - -
汽 11 干潟 ○ ○ △ △ ○ △

水 12 ヨシ原 △ △ ○ ○ ○

0 1 3 0 2 2 3

大セグメント区分

生息場環境の多様性の指標値

典
型
性

河川環境区分

代表区間選定シート
中央値 -2 -1 0 1 2 3 4

汽水域

区分1

-

- 0.0

- 0.3 0.0

2.0 0.8 1.3 2.0 2.7 3.7

- 0.0 0.1

76.8 96.5 57.4 76.8 99.5 59.5

2.3 2.7 2.2 2.3 2.3 3.9

-

0.5 0.0 1.0

0.0

4.8 5.3 5.9 2.8 4.4 9.8 1.7

7.0 3.7 2.6 7.0 8.6 13.1

- 0 1 3 0 2 2 3

干潟

特
徴
的
な
生
息
場 ヨシ原

現況総量
干
潟
：
３.

０
ｈ
ａ

ヨ
シ
原
：
３.

５
ｈ
ａ

定量目標

4kp

5kp

0kp 1kp

2kp

3kp

代表区間

干潟の形成
3.25ha

2.4ha1.1ha

代表区間

ヨシ帯の創出10％

公益財団法人 リバーフロント研究所 37

○３次元データによる川づくりの進展と合わせた河川環境評価
指標の拡張

４ー３．今後の活用の可能性（DXによる環境評価指標の拡張）

5
20

35
50

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

単位面積あたりに含ま
れる地盤高の多様性

メッシュごとの冠水頻度

メッシュごとの無次元掃
流力 など

例えば…
河川内の３次元モデル上
で立体格子を作成し格子
ごと、あるいは格子の数
ごとに評価値を算出
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５．環管シートの相談窓口

38

○リバフロサポートセンターへの問い合わせが可能

河川環境管理サポート

supportcenter@rfc.or.jp令和４年度は１０
件のご相談をいた
だきました 

公益財団法人 リバーフロント研究所 39

ご清聴ありがとうございました。

只見川＠銀山平
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