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令和４年度 第２回アイランドシティはばたき公園管理・運営等アドバイザー会議の意見と対応 

 

 

 

（２）湿地の水環境 現況把握 

議 事 
意 見 

発言者 対 応 
番号 前回資料 内容 

 

 ウ）過年度に遡った水深

推定 

意見 1 資料 2 

P17 

図 20 で梅雨時期の降雨が少ないと干上が

りやすいということが定性的だけでな

く、定量的にわかるとよい。 

岡田アドバイザー 定量的な目安を分析しております。 

【資料 2-② P19-23】 

エ）浅場確保のための維

持管理方法の検討 

意見 2 

 

資料 2 

P19 

浅場確保の基本的な考え方に水生昆虫類

の生活史も記載すること。 

 

中島アドバイザー 

内田アドバイザー 

資料修正 

水生昆虫類の生活史を追記しております。 

【資料 2-② P24】 

エ）浅場確保のための維

持管理方法の検討 

意見 3 

 

資料 2 

P20 

図 21 の凡例の位置がずれている。 

 

桑江アドバイザー 資料修正 

図を修正しております。 

【資料 2-② P25】 

 

 

（３）順応的管理 

  ①令和４年度 モニタリングの結果報告と考察及び評価 

議 事 
意 見 

発言者 対 応 
番号 前回資料 内容 

２．モニタリング調査結果 

 ４）鳥類の生息状況 意見 4 

 

資料 3-① 

P15 

鳥類の指標としている種については経

年変化がわかるグラフがあった方がよ

い。 

中島アドバイザー 資料修正 

グラフを追加しております。 

【資料 3-① P16 図 18】 

 

４）鳥類の生息状況 意見 5 

 

資料 3-① 

P15 

図 16 について、カモ類を陸ガモ類と海

ガモ類にわけて図示すること。 

桑江アドバイザー 資料修正 

ご指摘の通り図を修正しております。 

【資料 3-① P15 図 17】 

 

資料 

2-① 

令和５年度 アドバイザー会議資料 
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議 事 
意 見 

発言者 対 応 
番号 前回資料 内容 

５）水生昆虫類の生息状

況 

意見 6 

 

資料 3-① 

P18 

図 18 のタイトルを修正すること。 中島アドバイザー 資料修正 

ご指摘の通り図を修正しております。 

【資料 3-① P19 図 20】 

その他 意見 7 

 

資料 3-① 参考として、その他の分類群の希少種に

ついても記載しておくとよい。 

中島アドバイザー 資料修正 

ご指摘の通り資料を修正しております。 

【資料 3-① P28】 

 

 

 ③令和４年度 市民見学会および体験会の実施状況 

議 事 
意 見 

発言者 対 応 
番号 前回資料 内容 

全体的な意見 

 募集方法・広報手段 意見 8 

 

資料 3-③ 

資料 3-④ 

募集方法や広報手段についても記載し

ておくと、今後のイベント主催者の参考

になる。 

中島アドバイザー 資料修正 

募集方法や広報手段について追記しております。 

【資料 3-③ P1】 

【資料 3-④ P1】 

 

 

（４）順応的管理計画〈暫定プラン〉から〈本プラン〉への改正 

議 事 
意 見 

発言者 対 応 
番号 前回資料 内容 

２．アイランドシティはばたき公園について 

 ２．２整備プランに示さ

れた整備や管理運営の方

針 

意見 9 

 

資料 4 

P4-5 

・p4-5 では、整備プラン概要が記載され

ているが、左上「整備の基本方針」の「環

境の保全・創造」については、シギ・チ

ドリ類だけの保全ではなくはばたき公

園を利用する生物全般を対象とするこ

とがわかるように文章を修正した方が

いいのではないか。 

・しかし、整備プランの文章をそのまま

引用するだけでは、多様な生物の生息場

の創出を目指す場所がはばたき公園で

はなくエコパークゾーンになってしま

うことに注意しなければならない。 

 

 

桑江アドバイザー 

岡田アドバイザー 

中島アドバイザー 

・このページでは整備プランの概要版の内容を転記していま

す。 

・本計画の P13 の表１において、「方針を実行するための目標」

として「当該湿地に多様な自然環境ができ、そこに生息・生育

する生物、特に期待する生物にとって良好な環境となってい

る」との記載が既にありますので、p4-5 での追記は行わないこ

ととします。 
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議 事 
意 見 

発言者 対 応 
番号 前回資料 内容 

２．２整備プランに示さ

れた整備や管理運営の方

針 

意見 10 資料 4 

P4-5 

・疑似湿地の消失によりシギ・チドリ類

の休息場機能が不足するおそれがある

ことから、シギ・チドリ類の休息場をは

ばたき公園の湿地に確保することとし

ていたが、現状ではため池などの陸ガモ

類の生息場も陸域の開発などによって

減少しているので、そのことについても

現状を付記するような形でコラムを修

正するとよいのではないか。 

中島アドバイザー ・博多湾東部周辺の陸ガモの生息場の状況についての調査を行

っていない（他部署でもない）ため、陸ガモ類の現状に関する

追記は行わないこととします。 

・陸ガモ類については、本計画の P14 において「湿地での生

息・生育を期待する主な生物」と位置付けております。 

４．湿地の順応的管理計画 

 ４．１包括的目標（レベル

１） 

意見 11 資料 4 

P11 

図 9 の下部に記載している文章の「動

物」を「動植物」に修正 

中島アドバイザー 資料修正 

ご指摘の通り資料を修正しております。 

【参考資料 3-① P11】 

４．２具体的な行動計画・

事業実施方針（レベル２） 

意見 12 資料 4 

P13 

・具体的な行動計画・事業実施方針（レ

ベル２）の表１の②についてだが、当時

は和白干潟でエサを食べたシギ・チドリ

類が満潮時に休む場所がないため「休息

場」としていたが、現在ははばたき公園

でエサも食べているため「生息場」とし

て方がよい。 

・レベル２の内容なので、順応的管理計

画を本実施した後に修正することとし、

今回は下線を削除するだけにしたほう

がよい。 

桑江アドバイザー 

中島アドバイザー 

服部アドバイザー 

資料修正 

「鳥類の休息場」の下線を削除しております。 

【参考資料 3-① P13】 

４．２具体的な行動計画・

事業実施方針（レベル２） 

意見 13 資料 4 

P13 

・図 11 については整備の初期段階のイ

メージがわかるように、写真や図を使用

したり、文章を修正したりしたほうがよ

い。 

桑江アドバイザー 

岡田アドバイザー 

中島アドバイザー 

資料修正 

・はばたき公園の湿地の遷移は一般的な湿性遷移のモデルとは

状況が異なるので並列して記載しております。 

・写真を追加しています（左の写真は令和 2 年のはばたき公園

の様子） 

【参考資料 3-① P13】 

４．３目標達成基準によ

る管理（レベル３） 

意見 14 資料 4 

P21 

文章を一部わかりやすく修正 中島アドバイザー 資料修正 

ご指摘の通り資料を修正しております。 

【参考資料 3-① P21】 

４．３目標達成基準によ

る管理（レベル３） 

意見 15 資料 4 

P22,25 

底泥の除去および池干しは毎年ではな

く水質が悪くなった時に実施する認識。

実施適期は 10～3 月に限定しなくても

いいのでは。 

 

 

岡田アドバイザー 資料修正 

自然に干上がる時期も想定して、6 月、7 月を追加しています。 

【参考資料 3-① P22,25】 
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議 事 
意 見 

発言者 対 応 
番号 前回資料 内容 

４．３目標達成基準によ

る管理（レベル３） 

意見 16 資料 4 

P23 

〈抽水植物の除去〉について、依存度が

低いからという理由ではなく、陸地化す

るからという理由で文章を整理した方

がよい。また、ガマとするとコガマも含

まれてしまうので、ヒメガマに修正する

こと。 

中島アドバイザー 

内田アドバイザー 

資料修正 

ヒメガマ、コウキヤガラを積極的に除去する理由を修正しまし

た。 

【参考資料 3-① P23】 

４．３目標達成基準によ

る管理（レベル３） 

意見 17 資料 4 

P24 

食餌木を残す内容となっているが、湿地

外の公園エリアにも植樹するので、湿地

内にはなくてもよい。 

服部アドバイザー 資料修正 

食餌木に関する文章を削除しています。 

【参考資料 3-① P24】 

４．３目標達成基準によ

る管理（レベル３） 

意見 18 資料 4 

P26 

外来種に対する考え方と侵略的外来種

に対する考え方が混同しているので、文

章を整理すること。 

中島アドバイザー 資料修正 

はばたき公園で防除等の対象とする「生態系被害防止外来種リ

スト」、「福岡県侵略的外来種リスト」について説明を追加して

います。 

【参考資料 3-① P26】 
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 湿地の水環境 現況把握 

 

(ア) 湿地の水収支 

１）概要 

湿地の各水域の状態(水深、貯水量、湛水面積)は、水収支（流入：降水由来の流入、

流出：越流、蒸発散、土壌浸透）によって日々変化する。そのため、各要素がどのよう

に関係し合っているのか現況把握を行った。 

 

 

 

２）方法 

現地調査等から、各時点の水深 Ht、H-V(水深と貯水量の関係)、H-Q(越流水深と流出

量の関係)、無降雨期の水位低下速度(蒸発散＋浸透)を把握した。 

また、各時点の水深 Ht を入力データとした水収支計算を行うことで、流入量の推測を

行った。 

 

 

図 1 水収支計算フロー 

 

  

令和５年度 アドバイザー会議資料 

資料 

2-② 
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３）結果 

① 水深の連続観測結果 

自記録式水位計を各水域に設置し、連続観測を 2021 年 9 月 7 日以降で実施してい

る。水域②③④で 2022 年 7月に干上がるなど水深は低くなりやすい特徴がある。 

 

図 2 水深の時系列変化 

 

 

図 3 自記録式水位計の設定位置(令和 4年 10月 22日撮影)  

水域① 

水域② 

水域③ 

水域⑤ 

水域④ 
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降水による水位変動の影響を除くために、無降雨期を対象として水位低下速度

(mm/日)を集計した。なお、水域②～⑤は水深が高くなるとつながって一体化する

関係にあるため、代表として水深が最もある水域⑤に着目して整理した。 

水位低下は蒸発散と土壌浸透に起因するため、蒸発散が起こりやすい夏季に大き

な値を示している。年平均の水位低下速度は約 5.7～5.8mm/日である。 

 

表 1 水位低下速度 

 

無降雨期の水位低下速度 月平均（mｍ/日） 

2021年 2022 年 
平均 

9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

水域① 6.2 6.1 4.0 1.0 3.3 3.3 4.3 4.3 6.9 9.4 9.8 9.9 5.7 

水域⑤ 5.4 6.0 4.1 0.8 2.4 3.3 4.3 5.0 8.1 10.6 10.3 9.5 5.8 

 

 

② H-V 

各時点の水深から貯水量を算定するために、ドローン測量データを用いて、水深

H と貯水量 Vの関係を把握した。 

 

 
図 4 H-Vの関係 
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③ H-Q 

水域からの越流量を把握するために、越流箇所となる水域①、水域⑤の排水路を

対象とした流量観測を 2022 年 9 月に行い、越流水深 H と流出量 Q の関係式(H-Q

式)を作成した。 

 

対象水路 H-Q式 

水域① Q = 2.826×( H + 0.0000841)2 

水域⑤ Q = 3.350×( H + 0.000492)2 

 

 
図 5 H-Q式 

 

 

④ 流入量の算定結果 

上記で把握した水深 Ht、各月の水位低下速度、H-V、H-Qを用いて水収支計算を

行い、流入量を算定した。なお、水域②～⑤は水深が高くなるとつながって一体化

する関係にあるため、一まとまりの水域として扱った。 

 

 

図 6 水収支計算フロー(図 1再掲)  
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◆水域① 

計算で求めた日流入量について、日降水量との相関式が得られ、「日流入量 m3

＝0.83×日降水量 mm」の関係が見られる。日降水量 10㎜に対して平均的な日流

入量は約 8.3m3に相当する規模感である。 

  

 
図 7 水収支計算結果（水域①） 

 

 

図 8 日降水量と日流入量の相関（水域①） 

注）回帰式の傾きは日降水量に対しての平均的な日流入量を表している。 
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◆水域②～⑤ 

計算で求めた日流入量について、日降水量との相関式が得られ、「日流入量 m3

＝4.1×日降水量mm」の関係が見られる。日降水量 10 ㎜に対して平均的な日流

入量は約 41m3に相当する規模感である。 

 

 

図 9 水収支計算結果（水域②～⑤） 

 

 

図 10 日降水量と日流入量の相関（水域②～⑤） 

注）回帰式の傾きは日降水量に対しての平均的な日流入量を表している。 
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◆水域① 

水域①の集水域は約 1,200m2であり、日降水量 10㎜のときの集水域に入る水量

は 12m3である。これに対して、日降水量 10 ㎜のときの平均的な日流入量は約

8.3m3と概算され、全量の約 69%が池内に当日のうちに流入していることにな

る。 

 

◆水域②～⑤ 

水域②～⑤の集水域は約 8,100m2であり、日降水量 10 ㎜のときの集水域に入る

水量は 81m3である。これに対して、日降水量 10 ㎜のときの平均的な日流入量は

約 41m3と概算され、全量の約 50%が池内に当日のうちに流入していることにな

る。 

 

 

 
図 11 湿地の集水域 
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＜参考①＞ 

水収支計算の結果に基づいて、降雨による水位上昇幅、池水が希釈される目安と

なる降水量を推定した。 

 

・日降水量 10 ㎜に対する水位上昇幅は、降雨前の水深状況によって異なるが、

水域①で 0.016～0.051m、水域②～⑤で 0.023～0.047m と推定される。 

・水域の水質は降水の影響を受けて希釈される。そのため、水域①、②～⑤の各

水深における貯水量が、2 倍、3倍に希釈される場合の日降水量を参考に示

す。例えば、水域②～⑤が水深 0.3m の状態であった場合、池水は日降水量 72

㎜で 2 倍に希釈され、日降水量 144 ㎜で 3倍に希釈されるという概算にな

る。 

 

表 2 降雨で想定される応答 

水域① 

降雨前の池状況 降雨で想定される応答 

水深 

m 

湛水面積 

m2 

貯水量 

m3 

日降水量 10mmでの

水位上昇幅 m 

希釈の目安となる 

降水量 mm 

2 倍希釈 3 倍希釈 

0.1 105 9 0.051 11 21 

0.2 265 25 0.023 30 60 

0.3 465 61 0.017 74 148 

0.4 526 111 0.016 134 268 

 

水域②～⑤ 

降雨前の池状況 降雨で想定される応答 

水深 

m 

湛水面積 

m2 

貯水量 

m3 

日降水量 10mmでの

水位上昇幅 m 

希釈の目安となる 

降水量 mm 

2 倍希釈 3 倍希釈 

0.1 673 32 0.047 8 15 

0.2 1,382 119 0.022 28 57 

0.3 2,528 302 0.023 72 144 

注）降雨で想定される応答の数値は、日降水量に対する平均的な日流入量を表した回帰式

に基づいて算定した、平均的な概算値である。実際には前日までの降雨履歴や降雨強

度等に左右されて、異なる応答を示すことも考えられる。 

 

  



9 

 

＜参考②＞ 

水深の連続観測データ、和白雨量データの相関図に基づいて、降雨による水位上

昇量などを確認する。 

 

◆水域① 

当日雨量と水位変化の相関図から次のことが読み取れる。 

・当日雨量が 8.5mm 以下の範囲では水位変化がマイナスになることがあり、土壌

が乾いた状態である場合などに雨水の流入への寄与が小さいことが推察される。 

・当日雨量 10 ㎜分に対する水位上昇は平均的に約 0.019mである(回帰式の係

数)。 

・無降雨日の水位低下速度は平均的に約-0.0055m である(回帰式の切片)。 

 

 

図 12 当日雨量と水位変化(当日-前日)の相関 水域① 

注) 2021 年 9 月 7 日～2022 年 8 月 31 日までのデータで作成 

注）回帰式の傾きは日降水量に対しての平均的な水位変化量、切片は無降

雨日の平均的な水位低下量を表している。 
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◆水域⑤ 

当日雨量と水位変化の相関図から次のことが読み取れる。 

・当日雨量が 8mm 以下の範囲では水位変化がマイナスになることがあり、土壌が

乾いた状態である場合などに雨水の流入への寄与が小さいことが推察される。 

・当日雨量 10 ㎜分に対する水位上昇は平均的に約 0.022mである(回帰式の係

数)。 

・無降雨日の水位低下速度は平均的に約-0.0060mである(回帰式の切片)。 

 

 

図 13 当日雨量と水位変化(当日-前日)の相関 水域⑤ 

注) 2021 年 9 月 7 日～2022 年 8 月 31 日までのデータで作成 

注）回帰式の傾きは日降水量に対しての平均的な水位変化量、切片は無降

雨日の平均的な水位低下量を表している。 
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(イ) 降水と水質の関係 

１）概要 

水域の悪化した水質は、降水の希釈・交換効果によって濃度が下がることが考えられ

るため、時系列図から確認する。 

 

２）方法 

代表的な水質項目について、降水量と水質濃度の時系列図を確認する。 

 

３）結果 

水域①について、野鳥が多数飛来し、かつ降水が少ない冬期を中心として水質は悪化

する傾向が見られるものの、夏期のまとまった降水によって濃度が下がる季節変動が読

み取れる。 

 

 
図 14 降水量(和白)と水質の時系列変化（水域①） 
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水域⑤についても野鳥が多数飛来し、かつ降水が少ない冬期を中心として水質は悪化

する傾向が見られるものの、夏期のまとまった降水によって濃度が下がる季節変動が読

み取れる。 

 

 
図 15 降水量(和白)と水質の時系列変化（水域⑤） 

 

以上から、現在までのところ、水質は降水が少ない時期に悪化することがあるが、まと

まった量の降水で水質は低下する、ということを繰り返していると考えられる。 
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(ウ) 過年度に遡った水深推定 

１）概要 

水域①、水域②～⑤の浅場の現出状況等を把握するために、過年度に遡った水深の頻

度分布を検討した。 

 

２）方法 

「日降水量と流入量の相関式」に基づいて、日降水量から日流入量を算定し、さらに

水収支計算を行うことで水深の現況計算を行った。 

日降水量は過年度に遡って取得可能であるため、湿地完成当初の 2019 年 4 月以降を対

象として、水深の現況計算を行った。 

 

日降水量(インプット)  ⇒ 日流入量  ⇒ 水深(アウトプット)  

 

 

４）結果 

① 水深の現況計算結果 

自記録式水位計の実測値がある期間について、概ね誤差数㎝内の精度で再現して

いる。なお、水域②～⑤は水深が高くなるとつながって一体化する関係にあるた

め、代表として水深が最もある水域⑤に着目して整理した。 

（今回構築した計算方法を用いることで、天気予報の日降水量を入力データとし

て、例えば 1 週間後の水深を概算可能である。） 

 

 

図 16 水深の現況計算結果 
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② 水深の頻度分布 

水域①は 0.2m～0.4m の割合が約 7 割であり、安定して、比較的深い状態となって

いる。 

 

 
図 17 水域① 水深頻度分布（2019年 4月～2022年 8月の推定） 

注)池造成当初の水深が低い期間のデータ(2019 年 4 月 1～10 日)は集計から除く 

 

表 3 水域① 各水深の状況 

水深 15cm 程度 水深 30cm 程度 水深 40cm 程度 
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水域②～⑤は水深 0.2m以下が全体の約 2割程度であり、干上がりやすい期間も多

い状況である。 

なお、水域②～⑤は水深が高くなるとつながって一体化する関係にあるため、代

表として水深が最もある水域⑤に着目して整理している。 

 

 
図 18 水域②～⑤ 水深頻度分布（2019年 4月～2022年 8月の推定） 

注)池造成当初の水深が低い期間のデータ(2019 年 4 月 1～10 日)は集計から除く 

 

表 4 水域②～⑤ 各水深の状況 

水深 15cm 程度 水深 25cm 程度 水深 33cm(土嚢で堰上げ) 

 

水域②～④は数㎝しか水深が無

く、晴天が 10 日間程続けば干

上がる状態 

水際の浅場はある状態 

 

水際の浅場(水域③⑤の間の中

州など)があり、シギ・チドリ

の休息場が形成された状態 

 

 

満水位であり、水域②～⑤が全

てつながって一体化しており、

中州などの浅場が少ない状態 

 

 

水域②～⑤の月別の水深頻度分布を次項に整理した。 

1 月、2月は水深が高く維持される一方で、7 月は干上がりが発生しやすい、など

季節別の特徴が見られる。 

  

浅場がある状態 

浅場が少ない状態 

干上がり箇所が増える状態 

水域③ 
水域⑤ 

水域③ 
水域⑤ 

水域③ 
水域⑤ 
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図 19 水域②～⑤ 月別の水深頻度分布（2019年 4月～2022年 8月） 

注)池造成当初の水深が低い期間のデータ(2019 年 4 月 1～10 日)は集計から除く 
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＜参考＞ 

和白地点の降水量(2001 年 4月～2023 年 2月)を入力データとして、過年度に遡

った水位再現計算を行った。 

 

・水域①が完全に干上がることは起こりにくいと推測される。 

・水域⑤が完全に干上がるレベルまで水位が低下する状況は、7 回/22 年間の頻

度で起こりうると推測される。 

 

 

 

図 20 水位計算結果 (2001年 4月～2023年 2月) 

注) 水域⑤は排水路の堰に 0.1m の堰板を設置したケース 
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水域⑤の水位計算結果がゼロとなる日数は下表に示すとおりである。 

 

○干上がる頻度： 7回/22 年間の頻度である。 

○干上がる継続日数： 概ね１～３日間程度であるが、最大は 7 日間である。 

 

 

表 5 水域⑤が干上がる日数(2001年 4月～2023年 2月) 

 
 

 

 

 

年月日 No 水深（m） 継続日数

2001/8/25 1 0.000 1

2001/8/26 0.000 2

2003/10/26 2 0.000 1

2003/10/27 0.000 2

2003/10/28 0.000 3

2005/6/20 3 0.000 1

2005/6/21 0.000 2

2005/6/22 0.000 3

2005/6/23 0.000 4

2005/6/24 0.000 5

2005/6/25 0.000 6

2005/6/26 0.000 7

2012/6/8 4 0.000 1

2012/6/11 5 0.000 1

2012/6/12 0.000 2

2012/6/13 0.000 3

2012/6/14 0.000 4

2012/6/15 0.000 5

2017/6/18 6 0.000 1

2017/6/19 0.000 2

2017/6/20 0.000 3

2021/7/30 7 0.000 1

2021/7/31 0.000 2

2021/8/1 0.000 3
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（参考）水域⑤が干上がる降水量の目安 

今後の湿地管理において、気象予報等の情報から水域が干上がる見通しについて判断で

きるように、水域⑤(堰設置なし)が干上がる目安となる降水量について以下に検討した。 

 

(1)降水量の検討対象期間 

次の 3つの期間における合計降水量を対象として、水域が干上がる目安を検討する。 

・前 14日間の合計降水量 

・前 30日間の合計降水量 

・前 60日間の合計降水量 

 

(2)検討方法 

前述で整理した降水量と水位計算結果(2001年 4月～2023年 2月)を参照して、合計降水

量と水位の散布図を作成することで、水位が 0mとなる降水量の目安を把握する。 

なお、水位は降水量の他に、初期水位、水位低下速度(蒸発散＋浸透)によっても影響さ

れる。そのため、初期水位を 0.1m刻みでケース設定して散布図を作成する。また、水域⑤

の水位低下速度(表 6)は年平均で 5.8mm/日であるが、各季節の気温や日照時間の状況によ

って変動するため、概ね年平均よりも水位低下速度が大きい 5～10 月と、年平均よりも小

さい 4月、11月～3月の 2つの時期に分けて散布図を作成する。 

 

＜ケース設定条件＞ 

・初期水位 …0.1m刻みでケース設定 

・時期   …水位低下速度が相対的に大きい 5～10 月、相対的に小さい 4 月、11 月～

3月に分けた 2ケースを設定 

 

表 6 水域⑤の水位低下速度 

 

無降雨期の水位低下速度 月平均（mm/日） 

2021 年 2022 年 
平均 

9 月 10月 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

水域⑤ 5.4 6.0 4.1 0.8 2.4 3.3 4.3 5.0 8.1 10.6 10.3 9.5 5.8 
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(3)検討結果 

  作成した散布図に基づいて、水域が干上がる目安となる降水量を以下に整理した。 

 

(3-1)前 14日間の合計降水量 

前 14日間の合計降水量と水位の関係は表 7のとおりである。 

・5～10 月は、初期水位が 0.25m 未満のときに前 14 日間の合計降水量 15 ㎜程度で干上

がる場合がある。 

・4月、11～3月は、初期水位が 0.05m未満のときに前 14日間の合計降水量 15㎜程度で

干上がる場合がある。 

 

表 7 前 14日間の合計降水量と水位の関係 

 時期 

5～10月 4月、11～3月 

14

日

前

の

初

期

水

位 

0.05m未満 

 

 

 

 

 

 

0.05以上 

～0.15m 未

満 

 

 

 

 

0.15以上 

～0.25m 未

満 

 

 

 

 

0.25m以上 
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(3-2)前 30日間の合計降水量 

前 30日間の合計降水量と水位の関係は表 8のとおりである。 

・5～10月は、初期水位に関わらず前 30日間の合計降水量 40㎜程度で干上がる場合があ

る。 

・4月、11～3月は、初期水位が 0.25m未満のときに前 30日間の合計降水量 15㎜程度で

干上がる場合がある。 

 

表 8 前 30日間の合計降水量と水位の関係 

 時期 

5～10月 4月、11～3月 

30

日

前

の

初

期

水

位 

0.05m未満 

 

 

 

 

 

 

0.05以上 

～0.15m 未

満 

 

 

 

 

0.15以上 

～0.25m 未

満 

 

 

 

 

0.25m以上 
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(3-3)前 60日間の合計降水量 

前 60日間の合計降水量と水位の関係は表 9のとおりである。 

合計降水量に対して水位のばらつきが大きいため、水域が干上がる目安となる降水量を

抽出するには不適である。 

例えば、5～10月の初期水位 0.25m以上のとき、合計降水量が 500㎜と大きい場合でも干

上がるケースがあり、年間の大多数で干上がる可能性がありうるという解釈となる。その

ため、水域が干上がる見通す判断材料として不適である。 

 

表 9 前 60日間の合計降水量と水位の関係 

 時期 

5～10月 4月、11～3月 

60

日

前

の

初

期

水

位 

0.05m未満 

 

 

 

 

 

 

0.05以上 

～0.15m 未

満 

 

 

 

 

0.15以上 

～0.25m 未

満 

 

 

 

 

0.25m以上 
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(4)まとめ 

〇5～10月 

・水域⑤の水位が 0.25m 未満のとき、その後 14 日間の合計降水量が 15mm 以下であると

干上がる場合がある。 

・水域⑤の水位に関わらず、30日間の合計降水量が 40㎜以下であると干上がる場合があ

る。 

 

〇4月、11～3月 

・水域⑤の初期水位が 0.05m 未満のとき、その後 14 日間の合計降水量 15 ㎜以下である

と干上がる場合がある。 

・水域⑤の初期水位が 0.25m 未満のとき、その後 30 日間の合計降水量 15 ㎜以下である

と干上がる場合がある。 
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(エ) 浅場確保のための維持管理方法の検討 

１）対象 

野鳥(特に、シギ・チドリ)の休息場を確保する観点から、主にシギ・チドリが利用し

ている水域②～⑤の水際において浅場を確保することを目標として、適切な対応策を検

討する。 

 

２）基本的な考え方 

次の基本的な考え方に立って、浅場確保のための対応策を検討する。 

・水生昆虫類の生活史にも配慮して、基本的には堰高調整のような人為的な水位管理を

都度行うことはせずに、自然の水位変動の枠組みの中で浅場を確保できる方策を優先

する。水域が一部干上がることは問題ないので、水生昆虫類が避難できるように、常

にどこかに水がある状態を保つ。 

・シギ・チドリの休息場確保の観点から、飛来時期の 4～5 月、8～9 月に、水域②～⑤

の水際において浅場を確保することを目標とする。脚の短いシギ・チドリが利用しや

すい水深 2～3cm のヒタヒタな状態の水辺があることが目安となる。 

・その他の 6月～７月、１０月～3 月においては、カモ等の野鳥飛来の状況等をモニタ

リングしながら知見を蓄積し、必要に応じて試行錯誤していく。 

・ 

 

３）現状の課題と対応策の検討 

現状の課題と対応策は表 5 に示すとおりである。 

現状の課題として、「満水時に浅場が少ない状態となること」、「降雨が少ない時期に水

域が干上がる状態となること」の 2 点があり、これら課題に対する対応策として、下記

の 4つが案として挙げられる。 

 

＜対応策＞ 

（Ａ）満水位でも使える浅場を確保する 

（Ｂ）水位を調整して浅場を確保する 

（Ｃ）水域の貯水量を上げる 

（Ｄ）水が残っている水域から水を融通する 
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表 10 現状の課題と対応策 

現状の課題 

満水位近くまで水位が高くなる

と、水域②～⑤が全てつながって

一体化することで、中州などの浅

場が少ない状態となる。 

降雨が少ない時期に水域が干上がり、

浅場が少ない状態となる。 

対応策(案) 

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 

満水位でも使え

る浅場を確保す

る 

水位を調整して

浅場を確保する 

水域の貯水量を上

げる 

水が残っている

水域から水を融

通する 

 
具体的な 

対応策(案) 

移行帯のヨシ等

を除去すること

で満水位での浅

場を確保する。 

水路を掘り下げ

ることで、管理

できる水深の範

囲を拡大する。 

年間通じて堰を高

く維持すること

で、降雨時期の貯

水量を多くし、少

雨に備える。 

干上がりにくい

水域①からポン

プアップで水域

②～⑤に池水を

融通する 

対応策(案) 

の評価 

定期的な維持管

理が必要である

が、満水位でも

浅場を確保する

ことができる。 

堰の調整のみで

対応することが

でき、コストは

かからないが、

自然の水位変動

とは異なる。 

堰高を高い状態の

ままにするためコ

ストはかからな

い。干上がりを緩

和することができ

る。 

融通できる水量

が限られてお

り、効果は短期

的である。水域

①も干上がる恐

れがある。 

評

価 

自然な 

水位変動が 

保たれる 

○ × ○ × 

管理コスト △ ○ ○ △ 

総合 ○ △ ○ △ 

 

基本的考え方で示した「自然の水位変動の枠組みの中で浅場を確保できる対応策を優

先する」ために、「（A）満水位でも使える浅場を確保する」「（C）水域の貯水量を上げ

る」の 2つの方法で今後対応を行っていくものとする。 

なお、「（D）水が残っている水域から水を融通する」については、引き続き干上がり

が生態系に与える影響を注視し、必要に応じて検討していくこととする。 

 

 

 

 

 

図 21 浅場確保のための年間管理の目安 

注）水路の堰は池干しや底泥の除去を除き、基本的に上げた状態を維持する。 

シギ・チドリ 

の飛来時期 

凡例：     抽水植物を除去する時期 

シギ・チドリ 

の飛来時期 
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４）具体的な対応策 

（A）満水位でも使える浅場を確保する 

満水時においても浅場を確保できるように、令和 5 年 1月に水域④において、繁

茂していたヨシを抜根・除去して、緩やかな傾斜地を造成することを試行した。浅

場を確保する範囲については、試行を重ねていきながら今後検討していく。 

今後、維持管理において定期的にヨシ等を抜根・除去することで、浅場を確保す

る方針とする。 

 

 

図 22 満水時の水際ライン(イメージ) 

注)写真は令和 5 年 1 月 30 日撮影。水域⑤の堰板および水域③の土嚢は設置しており、

満水位まであと 7cm 程度の状態。 

 

（C）水域の貯水量を上げる 

水域②～⑤の排水路は水域⑤と水域③の 2箇所にある。木製堰や土嚢を設置する

ことで年間通じて堰を高く維持する方針とする。 

・水域③の排水路は水深 0.25m 程度(水域⑤を基準にした水深)で越流が起こる水

路高である。土嚢を常時設置することで堰上げ状態とする。 

・水域⑤の排水路は水深 0.3m 程度(水域⑤を基準にした水深)で越流が起こる水

路高である。木製堰を常時設置することで堰上げ状態とする。 

 

水域③の土嚢 水域⑤の木製堰 

 

 

図 23 排水路の状況 

水域④ 

満水時の水際ライン(イメージ) 

ヨシを抜根・除去 

堰の設置箇所 

幅 30cm×長さ 60cm×高さ 13cm 
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