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研究成果の概要（和文）：流域管理を考える上で、気候変動が河川生態系に与える影響は深刻な問題である。しかし水
生生物が被る直接的な影響は、主に河川水温度の上昇によってもたらされる。そして水温の上昇は、気候変動のみなら
ず人為的な流域の構造的変化によって強く影響を受ける。我々は釧路川と全国を対象とし、分布型の降雨流出モデルを
用い、土地利用変化が河川水温の変化と淡水魚類の生息地に与える影響に関して研究を行った。
主たる成果は以下の3点である。1)2050年を想定した流域の土地利用変化予測とGIS化。2)数値モデルを用いた年間流況
および水温変動の再現。3)土地利用変化と気候変動が河川水温の変動及び生息適地に与える影響の空間的評価。

研究成果の概要（英文）：The impacts of climate change on riverine ecosystem are significant issues in 
watershed management. However, the direct impacts on aquatic organism are caused by drastic change of 
water temperature. In addition the water temperature change is caused by not only climate change but 
land-use change of human activities. We decided The Kushiro River Watershed as test site. Then we focused 
on the impact of watershed change on water temperature using hydrological simulation model with water 
temperature analysis sub-module. The objectives of this research are as follows. 1) Set up the land-use 
scenario in 2050, and assembled them into GIS database for simulation model. 2) Hydrological model 
simulation to forecast the change of water temperature　for future scenarios. 3) Evaluation for the 
impact of land-use change on water temperature and its ecosystem.Finally, we calculated the water 
temperature change though the year in the watershed and evaluate the impact on the watershed ecosystem.

研究分野： 流域生態系の保全と再生

キーワード： 河川水温　水文モデル　GIS　釧路湿原　気候変動　地域再生　自然再生　地理情報システム
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１．研究開始当初の背景 
生態系豊かな自然の再生を願い，豊かな環

境を次世代に残したいという国民の希望は，
当時の法整備にも明確に反映していた（1997
年：新河川法・環境アセス法，2002 年：自
然再生法・新生物多様性国家戦略等）。この
背景を受け，研究者は速やかに行政と連携し，
適切・的確な具体策を提案すべきである。し
かし，これらの国民的要望に向き合った際，
当時の流域環境体制は，迅速かつ一貫した政
策決定プロセス（長期・広域な生態系モニタ
リング・データマイニング・情報解析ツー
ル・合意形成システム）を持ち得ていなかっ
た。 
例えば，メダカや渓流魚が姿を消し，その

一方移入種の分布が拡大しているという情
報がメディアを通じ国民に漠とした不安感
を与える事がある。しかし社会の実情として
は，自治体や国が具体的な流域再生計画(生息
地を復元すべき河川区間と改善項目の特定，
またそのコスト査定)を立案する事は非常に
難しいという状況にある。また淡水魚類に限
らず他の水生生物についても，研究の細分
化・管轄部局の縦割り等が原因となり，国家
全体（また魚類群）を大局的に見渡し，生息
環境の動態解明を行う事は不可能に近かっ
た。 
この様な既存の社会背景・研究体制が環境

アセスや保全策検討の段階でタイムラグを
生み，希少動植物の生息適地の多くが，国内
各地で喪失し続けていたと言える。 
 
 
２．研究の目的 
気候変動や人為的な開発に対し，特に脆弱

とされる流域生態系の効果的な保全・再生事
業計画の策定を目的とし，絶滅危惧種を含む
全国の淡水魚を対象とした生息地解析を行
い，その現状分析と過去から現在までの地空
間変化抽出，およびシナリオ分析による将来
予測を行う。 
特に本研究では，流域の歴史的変遷が河川

水温の変動に与える影響に注目し，流域の熱
収支モデルを開発して広域かつ長期的な生
態影響を解析する。さらにその水温変動を生
息地パラメータとした生息地環境評価モデ
ルを活用し，水温変化が淡水魚類の生息地ポ
テンシャルおよび季節的行動パターンに与
える影響の解明を行う。 
最終的に，一連の研究フローを一元化し，

効率的な自然再生支援システム（対象種・事
業区間の選定，生息場の制限要因と環境改善
項目の特定，事業前後の評価手法の提示等）
として実用化を図る。 
 
 
３．研究の方法 
本研究は主に三つの段階（1.GIS データベ

ース構築，2.水温変動シミュレーションと生
息地評価モデル作成，3.全国デジタルマッピ

ングと流域再生シナリオ分析）に分けられ，
それらを開始年度より順次達成しつつ遂行
した。 
1.のデータベースはその後に用いる物理･統
計モデルの両方に活用可能な形式とした。ま
た，物理･統計モデルを統合して得られた生
息地評価モデルの広域的な出力結果が 3.の
全国規模のマッピングであり，入力条件を適
宜変更することによって具体的な自然再生
を対象としたシナリオ分析を行った。 
研究の前半は，水温変動シミュレーション

と生息地評価モデルを用いた淡水魚類の生
息地解析を行った。水温変動モデルでは DHI
社製の Mike シリーズ（MikeSHE,11C）をベー
スに改良を加え，1 次元水文モデルと熱収支
モデルを組み合わせて流域全体での河川水
温の変換変動を再現した(Fig.1)。魚類の生
息地評価のためには一般化線形回帰モデル
を用い，Ｒによるプログラムと S-Plus によ
って実施する。独立変数には生息地環境情報
として 1.のデータベース情報を与え，統計的
に有意な環境パラメータを対象種別に取捨
選択し，その寄与率を基に環境制限要因を決
定した。これにより，保全または再生すべき
対象種に応じた具体的な環境改善項目とそ
の優先順位を決定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
４．研究成果 
 数値モデルシミュレーションと生息適地
モデルを統合し，保全・再生を考慮する対象
種別の生息地ポテンシャルマップの全国デ
ジタルマッピング，および想定される流域改
変シナリオ別の生息地評価を行った。またこ
れらの一連の過程をシステム化する事を通
し，具体的な流域再生計画の施策を検討した。 
 モデル構築用対象流域である北海道釧路
川流域においては，全ての水温モニタリング
地点における現地観測データを含むデータ
ベースを構築した。具体的には河川水温モニ
タリング用にデータロガーを使用し回収・再
設置を継続して連続的な観測データを取得
し GIS データとして整理した。全観測地点は
合計約 40 地点であり，水温の分解精度は
0.1℃，時間間隔は 10 分とした。 
 これらの実測データの他流域土地利用に

Fig.1 河川水温推定のためのシステムフローチャ
ート及びシミュレーションモデルの概要 



関する GIS データの拡充を図るとともに，各
データを入力条件とした水文モデル（分布型
降雨流出モデル）のパラメータフィッティン
グと実測データとの検証を行った。現地観測
については水生生物の生息情報の整理と共
に現地の魚類関連の専門家を対象に聞き取
り調査を行い，流域における生態系サービス
間の軋轢について情報を整理した。 
再現計算における流域の将来シナリオに

おいては 2050 年を対象とした。この時点で
の条件として気温上昇が 2012 年と比較して
+2℃，+3℃，+4℃の条件を設定し再現計算を
行った。降雨量については 2012 ベースに対
して 115％の増加を設定した。最終的な流域
全体でのシミュレーションの結果，年間を通
じて+4℃の気温上昇を条件とした場合，特に
6 月後半の時期に最大で 2.5 度程度の水温上
昇が見込まれた。また降水量増加に関しては
流量の増加は見られるものの，水温上昇に関
しては抑制の効果があることが見いだせた
(Fig.2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
デジタルマッピングでは，生息地評価モデ

ルから計算された個々の種の生息地適性指
数（HIS；Habitat Suitability Index）を評
価地点に拡大し，潜在的な自然再生可能地域
をより広範囲から絞り込んだ。また過去と現
在との比較を行うため，入力条件として過去
の環境属性をデータベースから導入し過去
の潜在生息地を描き，これと現状との差を抽
出することによって，生息地の空間的変化と
生息条件の劣化要因を特定した。 
最終段階のシナリオ分析においては，生態

系の再生を行う「対象種」と「再生可能な地
域（流域）」を全国の生息地ポテンシャルマ
ップを基に選定し，その候補地域における採
択可能な自然再生シナリオをモデル条件と
して与え， HSI を個別に提示した。 
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Fig.2 釧路川下流域（広里）における河川水温変
動シミュレーションの結果。青のラインは
予測された水温変動。赤のドットは実測値。 
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