
「
タ

コ
タ
コ
あ
が
れ　

て
ん
ま

で
あ
が
れ
」「
ぴ
ー
ぴ
ー

ぴ
ー
と
さ
え
ず
り
な
が

ら
・・・・・
あ
お
い
そ
ら
の
か
な
た　

こ
え
は
き

こ
え
て
み
え
な
い
ひ
ば
り
」一
直
線
に
真
上
に

飛
ん
で
い
く
ヒ
バ
リ
は
最
後
は
ケ
シ
ツ
ブ
の

よ
う
な
点
に
な
っ
て
見
え
な
く
な
る
ま
で
高

く
上
が
り
ま
す
。し
か
し
タ
コ
も
ヒ
バ
リ
も
ど

こ
ま
で
も
高
く
上
が
る
と
い
う
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。ど
ち
ら
も
空
気（
大
気
）の
浮
力

に
よ
っ
て
上
が
る
の
だ
か
ら
大
気
が
な
け
れ

ば
あ
が
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。で
は
一
体
大

気
は
ど
の
く
ら
い
の
高
さ
ま
で
あ
る
の
か
み

な
さ
ん
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

　

大
気
は
上
に
い
け
ば
い
く
ほ
ど
希
薄
に
な

り
温
度
も
下
が
り
ま
す
。10
㎞
も
上
が
る
と

温
度
は
-60
℃
の
極
値
に
達
し
、そ
れ
か
ら
下
を

対
流
圏
、上
を
成
層
圏
と
い
い
ま
す
。対
流
圏

と
成
層
圏
の
境
界
面
を
圏
界
面
と
い
い
、そ
こ

か
ら
ま
だ
温
度
が
上
が
り
始
め
50
㎞
付
近
で

０
℃
、そ
れ
か
ら
ま
た
上
が
っ
て（
中
間
圏
）80

㎞
付
近（
注
）で
90
℃
の
極
値
に
達
し
、そ
れ
か

ら
ま
た
温
度
が
上
が
り（
熱
圏
）４
０
０
㎞
あ

た
り
で
１
０
０
０
℃
に
達
し
た
ら
大
体
一
定
の

温
度
を
保
ち
ま
す
。

　

空
気
の
分
子
の
80
％
は
対
流
圏
内
つ
ま
り

圏
界
面
よ
り
下
に
存
在
し
、高
度
50
㎞
の
空

気
の
濃
さ
は
、地
表
の
１
０
０
０
分
の
１
、高

度
１
０
０
㎞
に
な
る
と
１
０
０
万
分
の
１
気
圧

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
そ
れ
以
上

は
ほ
と
ん
ど
真
空
だ
か
ら
、空
気
の
存
在
は

１
０
０
㎞
の
高
さ
ま
で
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ

う
。ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
飛
行
能
力
を
持
っ

た
ヒ
バ
リ
で
も
対
流
圏
の
ほ
ん
の
下
部
の
所

ま
で
し
か
飛
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

地
表
付
近
で
雨
が
降
っ
た
り
雷
が
鳴
っ
た

り
台
風
が
吹
き
荒
れ
た
り
と
い
っ
た
い
わ
ゆ

る
気
象
現
象
は
、す
べ
て
対
流
圏
内
つ
ま
り

圏
界
面
よ
り
下
の
出
来
事
で
す
。成
層
圏
に

は
オ
ゾ
ン
層
が
あ
り
、中
間
圏
で
は
流
星
が

飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。熱
圏
で
は
強
力
な
紫

外
線
に
よ
っ
て
大
気
の
分
子
が
電
子
と
プ
ラ

ス
イ
オ
ン
に
分
解
さ
れ
電
離
層
が
存
在
し
ま

す
。電
離
層
は
電
波
を
反
射
す
る
の
で
無
線

通
信
や
短
波
放
送
な
ど
に
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
我
々
に
直
接
関
係
の
あ
る
の
は

対
流
圏
内
の
出
来
事
で
す
。地
表
面
と
海
水

面
が
太
陽
反
射
を
受
け
て
、そ
こ
の
空
気
の

気
温
と
温
度
に
む
ら
を
生
じ
、そ
の
空
気
が

ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
に
よ
っ
て
、穏
や

か
な
天
気
に
な
っ
た
り
台
風
を
起
こ
し
た
り

す
る
の
で
す
。台
風
の
中
心
付
近
の
強
力
な

上
昇
気
流
も
圏
界
面
か
ら
下
の
現
象
で
す
。

ジ
ャ
ン
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
旅
客
機
は
成
層
圏
を
飛

ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
成
層
圏
か
ら
下
を
見

れ
ば
澄
み
渡
っ
た
青
空
か
ら
眼
下
に
台
風
の

渦
を
見
学
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。大
型

の
台
風
は
直
径
１
０
０
０
㎞
も
あ
り
ま
す
が

渦
の
厚
さ
は
10
㎞
く
ら
い
だ
か
ら
、直
径
30

㎝
・
厚
さ
３
㎜
の
L
P
盤
の
レ
コ
ー
ド
が
左

回
転
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す（
南
半
球

で
は
右
回
り
）。大
気
の
厚
さ
を
50
㎞
の
高

さ（
１
０
０
０
分
の
１
気
圧
）ま
で
と
す
る
と
、

直
径
30
㎝
の
地
球
儀
で
は
わ
ず
か
1.1
㎜
の
厚

さ
の
大
気
の
層
が
と
り
ま
い
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。だ
か
ら
ど
こ
ま
で
も

高
い
空
と
思
う
の
は
間
違
い
で
、人
工
衛
星
が

飛
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
流
星
が
飛
び
交
っ
て
い

る
と
こ
ろ
も
す
ぐ
そ
こ
ら
辺
と
思
っ
て
い
い
の

で
す
。そ
の
よ
う
に
す
ご
く
薄
っ
ぺ
ら
な
大
気

だ
か
ら
、二
酸
化
炭
素
や
有
害
ガ
ス
な
ど
で

汚
染
し
た
ら
近
い
将
来
大
変
な
こ
と
に
な
る

と
心
配
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

み
な
さ
ん
も
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
ご
承
知
の

と
お
り
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
削
減
は
環
境
の

保
全
の
た
め
に
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。照

明
を
こ
ま
め
に
消
し
た
り
、冷
暖
房
の
使
用

を
控
え
る
な
ど
身
近
に
で
き
る
こ
と
か
ら
始

め
て
み
ま
せ
ん
か
？

(

注)�

高
さ
80
㎞
ま
で
は
、大
気
は
長
年
の
間
に

良
く
混
ぜ
ら
れ
て
上
も
下
も
成
分
比
は

一
定

Save The

Earth
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自然豊かな川づくり ～平成21年度河川水質検査結果～

『光化学スモッグ』が発生しやすい時期です！

和水町と菊池川流域同盟（菊池川流域9市町）では、町内の河川11箇所の
水質検査を年2回実施しました。検査結果は以下のとおりでした。

①江田川（カヌー館前） ②日平川（通道橋下） ③久米野川（岩尻水上） ④久米野川（蛇田眼鏡橋下）
検査項目 5月 11月 5月 11月 5月 11月 5月 11月
ＢＯＤ（㎎/ℓ） 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.9 0.5 0.5
ＳＳ（㎎/ℓ） 10.0 1.0 1.7 1.0 2.2 1.0 1.0 1.0

⑤久井原川（久井原橋下） ⑥内田川（眼鏡橋下） ⑦深倉川（下津原東井堰下） ⑧藤田川（内藤橋下）
検査項目 5月 11月 5月 11月 5月 11月 5月 11月
ＢＯＤ（㎎/ℓ） 0.5 0.7 0.8 1.4 0.5 0.5 0.9 4.4
ＳＳ（㎎/ℓ） 2.6 1.0 7.0 2.2 1.3 4.1 8.0 1.3

⑨和仁川（かじはら橋下） ⑩岩村川（国道443号岩村橋下） ⑪和仁川・十町川合流下（平野橋上流）
検査項目 5月 11月 5月 11月 5月 11月
ＢＯＤ（㎎/ℓ） 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5
ＳＳ（㎎/ℓ） 5.6 1.0 3.1 1.6 6.7 2.5

用
語
の
説
明

ＢＯＤ… 生物化学的酸素要求量のこと。河川水の中の汚染物質が微生物によって無機化あるいはガス化するときに必要とされる酸素
量。この数値が大きくなれば、その河川水には汚染物質が多く水質が汚濁していることを意味する。10㎎/ℓ以上になると悪臭
などの発生がみられる。（基準値2㎎/ℓ以下）

ＳＳ…… 粒径2㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質をいう。水の濁りの原因となるもので魚類等の生息に影響を与えたり、日光の透
過を妨げることによって水生生物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性浮遊物質の場合は河床に堆
積して腐敗するため、底質を悪化させる。（基準値25㎎/ℓ以下）

　河川水質の悪化は事業所からの排水や生活雑排水が主な原因となっています。私たちの心がけ次第で
川をきれいにすることが出来るのです。みんなで親しめる河川を目指して取り組んでいきましょう。

問い合わせ先　本庁 税務住民課生活環境係（内線511）／総合支所 税務住民課 生活環境係（内線753）

１．光化学スモッグとは？
　図のように、自動車や工場などから排出される窒
素酸化物や炭化水素などが、太陽からの強い紫外
線を受けて光化学反応を起こし、オゾンなどの光化
学オキシダント（酸化性物質）に変化します。この濃
度が高くなると、白いモヤがかかったようになります。
これが『光化学スモッグ』と呼ばれています。最近で
は大陸からの移流による影響も指摘されています。

２．光化学スモッグが発生しやすい気象条件
　「光化学スモッグ」は、3～10月頃にかけて日差し
が強く、気温が20～25℃以上、風が弱い（3m/s以
下）日に発生しやすくなります。
　一日のうちでは、午前10～11時頃から濃度が上
昇しはじめ、午後1時～4時頃に最も濃度が高くなり
ます。太陽が沈んだ日没後には徐々に濃度は低くな
ります。

3．健康への影響は？　
人によって違いがありますが、敏感な眼、鼻、のどが
影響を受けやすく、主な症状は「眼のチカチカや
ショボショボ」「涙流れ」「のどのイガイガや痛み」な
どです。濃度が高くなればなるほど刺激が強くなる
ため、症状が悪化します。

4．�体に異常（被害）がでたらどうすればいいの？
  「光化学スモッグ注意報」が出たら、できるだけ早
く屋内に入りましょう。また、排気ガスを出さないた
めに車の使用を控えてください。
　目のチカチカやのどのイガイガ、痛みなどがでた
ら、水道水などのきれいな水で洗顔、洗眼、うがいを
十分に行い安静にして下さい。それでも回復しない
場合や、咳や頭痛など他の症状が続く場合は、病院
で診察を受けてください。

5．�光化学スモッグ等大気汚染観測データは、次の
アドレスで提供しています。

【P C 用】 h t t p : / / t a i k i . p r e f . k umamo to . j p /
kumamoto-taiki/index.htm

【携帯用】 h t t p : / / t a i k i . p r e f . k umamo to . j p /
kumamoto-taiki/mobile/index.htm

ＰＣからは、県庁ホームページ
（http://www.pref.kumamoto.jp/）
→環境・まちづくり→大気・化学物質・騒音等→熊本
県大気汚染情報でご覧頂けます。
　携帯電話からは右のＱＲコード
でご覧いただけます。
　また、光化学スモッグの発令・
解除は、テレビ、ラジオ等を利用
して周知しています。

光化学スモッグの状態

『光化学スモッグ』のメカニズム

光化学スモッグのない青空
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