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用語集 
BOD 

(生物化学的酸

素要求量) 

水中に存在する有機物を微生物が分解するときに消費する酸素量のことで、河

川の汚濁指標として用いられる。数値が高いほど水は汚れている。 

 

 

COD 

(化学的酸素要

求量) 

水中の汚濁物質（主として有機物）を酸化剤で酸化するとき消費する酸素量の

ことで、海域や湖沼の汚濁指標として使われる。微生物が分解できないものの一

部も含めて測定できる。数値が高いほど水は汚れている。  

 

SS 

(浮遊物質量) 

水中に浮遊する粒径 2mm 以下の粒子。数値が高いほど透明性が低下する。 

 

 

DO 

(溶存酸素) 

水中に溶解している酸素の量であり、水草・植物プランクトン（アオコ等）の

光合成及び空気中の酸素によって供給される。数値が低いほど水は汚れている。 

 

大腸菌群数 

 

 

大腸菌群数は、大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいい、水

中の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として使われている。大腸菌は通常人畜の腸

管内に生息しており、大腸菌が検出されるということは、多くの場合、人畜のし

尿などで汚染されていることを意味する。 

 

MPN 

 

 

 

Most Probable Number（最確数）の略。 

最確数は、段階希釈をもとに、直接その数を数えることなく、統計的に微生物

の数を決めたもの。大腸菌群数を調べる際にも用いられる。 

 

断層 断層とは、岩盤に力が加わることによって、地層や岩石が割れ目を生じ、それ

を境にして両側に食い違いを生じているもの、また、その割れ目をいう。 
断層にはいろいろ種類があり、代表的なもの

として、「震源断層」、「地震断層」、「活断層」が

ある。 
 「震源断層」とは、地震の発生の元になった

断層である。 
 「地震断層」とは、地震に際し、地表に現わ

れた断層である。震源断層が地表に達したもの

と解釈される。 
 「活断層」とは、最近２００万年に動いたと思われる断層であり、一部のもの

は、再び動く、すなわち地震を起こす可能性がある。なお、普通の地質図に記入

されている断層の多くは古い断層であり、活断層ではない。 
 

野島断層（淡路島） 
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扇状地 

 

 

 

浸食の激しい急峻な山岳地帯を流れる川が平地に出るところに、扇形に土砂や

礫が厚く堆積してできた土地。 

即ち、扇状地は、本質的に洪水や土石流災害が起こりやすい土地といえる。 

 

天井川 堤防をつくり、河道を固定すると、運ばれてきた土砂が川底につもり、川が浅

くなって氾濫の危険が増す。そこで堤防のかさあげが行われ、川底につもる土砂

と堤防の継ぎ足しが繰り返される。 
その結果、川底がまわりの土地より高くなり天井川が形成される。それゆえ、

天井川は人工地形である。 
 
 
 
 
 
 
 

基本高水／ 

基本高水流量 

基本高水（きほんたかみず）は、人

工的な施設で洪水調節が行われていな

い状態、つまり流域に降った計画規模

の降雨がそのまま河川に流れ出た場合

の河川流量を表現したハイドログラフ

（流量が時間的に変化する様子を表し

たグラフ）となっている。 
基本高水流量は、このグラフに示さ

れる最大流量から決定された流量の値

である。 
 

計画高水流量 

／計画高水位 

 河道を建設する場合に基本となる流量で、基本高水を河道と各種洪水調節施設

に合理的に配分した結果として求められる河道を流れる流量。言いかえれば、基

本高水流量から各種洪水調節施設での洪水調節量を差し引いた流量が、計画高水

流量となる。 
 計画高水位は、計画高水流量が河川改修後の河道断面（計画断面）を流下する

ときの水位。つまり、計画上、川の堤防が洪水に耐えられる最高の水位である。 
 都賀川は 100 年に一度の大雨が降っても洪水（毎秒 250m3）があふれないように

河床を深く掘り下げている。 

 

護岸工 

 

 

河岸や海岸または堤防などの河川工作物を流れによる崩壊から保護するため

に、斜面などに施工する工事または工作物。 

 

普通の川 川底に土砂がたまり、天井川になる 
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堰堤 

(えんてい) 

砂防指定地内の河川において、上流から流失してくる土砂を貯留するために、

あるいは既に河床に堆積した土砂の再流失を防止するために設置されるダム。砂

防堰堤とも呼ばれる。 
一般的には、「ダム」と「堰堤」は区別なく用いられるが、河川法（1964・国土
交通省所管）上は、「流水を貯留する目的で築造された高さ 15m 以上の構造物」

をダムと定義している。 

 

 

床止め 落差工と帯工の総称 

帯工  河川の横断方向の局所洗掘を防止するための施設 

落差工  河床勾配を緩くするために設ける施設で、構造的に落差のある施設。 

 （現在の都賀川に数多く設けられている） 

 

 

 
 
 

落差

落差工

緩い勾配 急勾配 
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