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　最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト着工式　7月17日
令和２年７月豪雨で大きな被害が発生した最上川中流・上流において、山形県と国、沿川の市町村が連携して緊
急的な治水対策を行う「最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト」のうち、被災した施設の河川災害復旧工事
を中心に鋭意進めているところです。
　今後、昨年の被害を踏まえた新たな河川整備が本格的にスタートすることから、着工式を執り行いました。（主催
　山形県、国土交通省東北地方整備局）
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令和４年度 

 
 

水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 関 係 

予 算 概 算 要 求 概 要  

令和３年８月 

国土交通省 水管理・国土保全局 
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令和４年度 概算要求の概要

ᇶ本᪉㔪

気候変動による水災害の頻発化・激甚化を踏まえ、防災・減災が主流となる安全・安心な社会を実現するた

め、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も活用した事前防災対策を完成年度の目標を持っ

て計画的に実施するとともに、水災害リスクを踏まえたまちづくり等の流域治水関連法を活用した取組、国土

強靱化に資する!"の取組、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けた取組等について、あらゆる関係
者が協働して行う「流域治水」の考え方に基づき現場レベルで本格的に実践する。

・ ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践

・ 国土強靱化に資する!"の推進
・ インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現

・ カーボンニュートラルの推進

・ 公衆衛生の強化等のための下水道の持続性向上

(

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行



4

予算の内訳

〇 一般会計予算

○東日本大震災復興特別会計予算（復興庁所管)

単位：億円

単位：億円

（四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。）

令和４年度 概算要求の概要

#

対前年度

倍　率

一般公共事業費 !"#$%" %#&"' !(!$
治　山　治　水 !"#")& $#*!) !(!$
　  治            水 *+&*, &+$-% ("(&
  　海            岸 (%& ()' ("(&
住宅都市環境整備 &%* &*! !(!$
  　都市水環境整備 #*) #)( ("(&
下　　水　　道 *&' '+) !(&"

,*!%- ,*!%- !(""
'&% *"& "($*

行政経費 !! !" !(!$
合　　計 !!#++! %#)!. !(!)

事　　　項 令和4年度 前　 年 　度 備考

災害復旧関係費

1．本表のほか、令和３年９月１日設置
予定のデジタル庁一括計上分として62
億円がある。

2．＜＞書は、水管理・国土保全局以外
の災害復旧関係費の直轄代行分を含む。

３．本表以外に、省全体で社会資本総合
整備17,732億円がある。

対前年度

倍　率

復　旧 ,( %, '"))
合　　計 ,( %, '"))

事　　　項 令和4年度 前　 年 　度 備考

１．本表以外に、省全体で社会資本総合
整備103億円がある。

せ㡯┠

〇 一般会計予算

Ὁ൦ʙಅሁ᧙̞ᝲ 10,367Εό

Ὁɦ൦ᢊʙಅ᧙̞ᝲ 524Εό

Ὁ災ܹ復᧙̞ᝲ 429Εό
<519Εό>

Ὁᘍኺᝲ 11Εό

ӳ計 11,331Εό

（注）四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※上記以外に、省全体で社会資本総合整備17,732億円、社会資本総合整備（復興）103億円がある。

うち 河川関係 8,642億円、砂防関係 1,546億円、
海岸関係 178億円

< >書きは、水管理・国土保全局以外の災害復旧関係費
の直轄代行分を含む

௧䠎ᖺ12᭶11᪥䛻㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯䛂㜵⅏䞉ῶ⅏䚸ᅜᅵᙉ㠎の䛯䜑の䠑䛛ᖺຍ㏿ᑐ⟇䛃

䜢㋃䜎䛘䚸䛂⃭ ⏒䛩る㢼Ỉᐖ䜔ษ㏕䛩るつᶍᆅ㟈➼䜈のᑐ⟇䛃䚸䛂予㜵ಖᆺ䜲䞁䝣䝷䝯

䞁䝔䝘䞁䝇䜈の㌿䛻ྥ䛡䛯⪁ᮙᑐ⟇䛃䚸䛂ᅜᅵᙉ㠎䛻関䛩る⟇䜢ຠ⋡ⓗ䛻㐍䜑る䛯

䜑の䝕䝆䝍䝹➼の᥎㐍䛃のྛศ㔝䛻䛴い䛶䚸ᚲせなつᶍ䜢☜ಖ䛩る䛣䛸䛸䛧䚸䛭のලయⓗ

な内ᐜ䛻䛴い䛶䛿䚸予算の⦅ᡂ㐣⛬䛻䛚い䛶᳨ウ䛩る。

䛂㜵⅏䞉ῶ⅏䚸ᅜᅵᙉ㠎の䛯䜑の䠑䛛ᖺຍ㏿ᑐ⟇䛃の᥎㐍

令和４年度 概算要求の概要

ᾀώἡὊἛὉἏἧἚ一˳ỉ൦災ܹݣሊẐ්؏൦ẑỉ
本ႎܱោ

ᾁώࢍם᪆҄ỆẴỦDXỉਖ਼ᡶ

ᾂώỶὅἧἻᎊ҄ݣሊሁỆợỦਤዓӧᏡễ
ỶὅἧἻἳὅἘἜὅἋἇỶἁἽỉܱྵ

ᾃώỽὊἮὅἝἷὊἚἻἽỉਖ਼ᡶ

ᾄώπᘌᘓဃỉ҄ࢍሁỉẺỜỉɦ൦ᢊỉਤዓࣱӼɥ

（注）この他に工事諸費等がある。

7,440Εό

100Εό

せㄢ㢟

2,133Εό

○東日本大震災復興特別会計予算
（復興庁所管)

Ὁ復Ὁ復興᧙̞ᝲ ᾃᾀΕό
（ạẼẆ復ᾃᾀΕόẆ復興Εόὸ

䠘㡯せồ䠚

37Εό

21Εό

$※上記以外に、令和３年９月１日設置予定のデジタル庁一括計上分として62億円がある。
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気候変動による水災害の頻発化・激甚化

⃝ 短時間降雨の発生回数の増加や台風の大型化等、既に温暖化の影響が顕在化しており、今後、さらに気候
変動により水災害の頻発化・激甚化が予測されている。

⃝ 近年、全国各地で毎年のように大規模な水害が発生し、甚大な人的被害や経済損失をもたらしており、令和
元年度の水害被害額は統計開始以来最大の２兆１,８００億円となった。

出典︓気象庁ＨＰより（一部加筆）

1982年8月上旬 2020年8月上旬

日本近郊の海域平均海面水温は上昇傾向
2019年までの100年間で約0.9～1.5度上昇

近年の日本の水害短時間強雨の発生回数が増加

海面平均水温の上昇

※気象庁資料より作成

一般的には台風は海面
水温が２６～２７℃以
上の海域で発生すると
いわれており、海面水
温が高いほど、台風は
より強くなる。

※台風の発生・発達は海
面水温以外にも大気の状
態も重要な要因であり、
海面水温が高いだけでは
台風の発生・発達につな
がりません。

①平成27年9月関東・東北豪雨

鬼怒川の堤防決壊による

浸水被害

（茨城県常総市）

小本川の氾濫による

浸水被害

（岩手県岩泉町）

②平成28年8月台風10号

④平成30年7月豪雨

小田川における浸水被害

（岡山県倉敷市）

③平成29年7月九州北部豪雨

桂川における浸水被害

（福岡県朝倉市）

⑤平成30年台風第21号

神戸港六甲アイランドにおける浸水被害

（兵庫県神戸市）

⑦令和元年東日本台風

千曲川における浸水被害状況
(長野県長野市)

⑧令和2年7月豪雨

球磨川における浸水被害状況

（熊本県人吉市）

③

②

①
④

⑥

⑦

⑤

⑧

平
成
27
年
�
29
年

平
成
30
年

六角川周辺における浸水被害状況

（佐賀県大町町）

⑥令和元年8月前線に伴う大雨

令
和
元
年

令
和
２
年

,

１時間降水量50mm以上の年間発生回数
（アメダス1,300地点あたり）

時間雨量50mmを超え
る短時間強雨の発生件
数が増加
（約30年前の約1.4倍）

!"

!"!"
!"

#$#$
#%

#&#&

#%

#$#$
#$

#$
!"

令和４年度 概算要求の概要

気候変動の䝇䝢䞊ドにᑐᛂした᪂たな水災害ᑐ⟇

⃝ 気候変動の䝇䝢䞊ドにᑐᛂした᪂たなᢤ本的ᑐ⟇を⾜うた䜑、以ୗのྲྀ⤌をᐇ。
・ 本川ୗὶの䜏なら䛪ୖὶやᨭ川な䛹の୰小Ἑ川もྵ䜑、ὶᇦ全యで、国、㒔㐨ᗓ県、市町ᮧ、地元ᴗやఫẸな䛹の䛒ら䜖る
関ಀ⪅が༠ാしてྲྀり⤌䜐䛂ὶᇦ水䛃䜈㌿。

・ 令和䠏年䠏月にᡓ後最大ὥ水等にᑐᛂしたἙ川ᩚഛとὶᇦでのᑐ⟇を⤌䜏ྜ䜟䛫た䛂ὶᇦ水䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃を⟇ᐃ・බ⾲し、本
᱁的に⌧ሙ䝺䝧䝹でのྲྀ⤌を開始。䛂ὶᇦ水䛃のᐇຠᛶを㧗䜑るἲ的ᯟ⤌䜏䛂ὶᇦ水関㐃ἲ䛃をྠ年ෆにᩚഛ。

・ 21ୡ⣖ᮎのᮍ来にഛ䛘るた䜑、温暖化の影響を䛒ら䛛䛨䜑水計⏬にᫎし、୰長ᮇ的䛛䛴計⏬的にᩚഛを㐍䜑る䛣ととし、㡰
ḟ、䝝䞊ドᩚഛの長ᮇ計⏬で䛒るἙ川ᩚഛᇶ本᪉㔪をぢ┤し、水ᑐ⟇のᙉ化を⾜う。

َୠ水ُषのૡఌ

䛂ὶᇦ水䛃のᐇຠᛶを㧗䜑るἲ的ᯟ⤌䜏䛂ὶᇦ水関㐃ἲ䛃をᩚഛ
令和䠏年䠓月䛛ら㡰ḟ⾜し、&&月より関㐃䛩る全てのἲᚊが⾜さ
れ、䛒ら䜖る関ಀ⪅が༠ാして⾜う䛂ὶᇦ水䛃が本᱁化

ਞの୶॑౷ऽइञ水ੑのৄઉख

ୠ水ঢ়৴১のତ

①氾濫をで䛝る䛰け防䛠、
ῶら䛩ᑐ⟇
・水䝎䝮のᘓタ
・Ἑ㐨᥀๐、ᘬ堤 等

②被害ᑐ㇟をῶᑡさ䛫る
た䜑のᑐ⟇
・ᅵ地⏝規ไ、ㄏᑟ、⛣㌿ಁ㐍 等

③被害の㍍ῶ、᪩ᮇᪧ
・⯆のた䜑のᑐ⟇
・水害䝸䝇䜽ሗの✵ⓑ地ᖏゎᾘ
・長ᮇ予測のᢏ⾡開発
・水㛛等のᩚഛ、水ᙉ化 等

ὶᇦ水䝥䝻䝆䜵䜽䝖を⟇ᐃし、本᱁的に⌧ሙ䝺䝧䝹の
ྲྀ⤌を開始

令和䠏年䠏月に全国&"2の୍⣭水
⣔と&#の⣭水⣔において、䛂ὶ
ᇦ水䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃を⟇ᐃ・බ⾲

䠘�%2ཧ↷䠚

※出典︓َ気を౷まえञ水ੑのあり্ُ
ၖග（ഥਮگ年ڰ月）

৸ব（ਨ海をく） 1.1
ਨ海 1.15

ͤ⟽᭩䛝䠖ᑂ㆟╔手済䜏水⣔

ピーク流量

䠘᪂ᐑ川水⣔䠚

将来の降雨量
の増加を反映
（1.1倍）

基本方針
（改定案）

現行
基本方針

基本高水改定

１９,０00m3/s

２４,０00m3/s

約１．２６倍

ピーク流量

䠘䞄℩川水⣔䠚

将来の降雨量
の増加を反映
（1.1倍）

基本方針
（改定案）

現行
基本方針

基本高水改定

7,200m3/s

8,700m3/s

約１．２1倍

ͤ᪂ᐑ川水⣔ཬ䜃䞄℩川水⣔のἙ川ᩚഛᇶ本᪉㔪の変᭦に䛴いて、令和䠏年８月時Ⅼにおいてᑂ㆟୰ 

䞄℩川水⣔
᪂ᐑ川水⣔

球磨川水⣔

近年、大規模な水害が発生した㝿のὥ水
ὶ㔞が長ᮇ的な┠ᶆ（ᇶ本㧗水）をୖ
回った水⣔䛛ら㡰ḟ、Ἑ川ᩚഛᇶ本᪉㔪
をぢ┤䛩

＜今世紀末時点での地域区分毎の降雨量変化倍率（２℃上昇）＞

気候変動を踏まえた基本高水
100年～200年に１回程度発生する氾濫防止のための施設整備の長期目標（流量規模）

令和４年度 概算要求の概要

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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５か年加速化対策等を活用した事前防災対策の加速化（信濃川水系の例）

県境

流域界

河川

大臣管理区間

既設ダム(直轄)

堤防決壊箇所(令和元年東日本台風)

令和元年東日本台風浸水範囲

凡 例

※事業箇所は主要箇所のみ記載

： ５か年の実施予定事業

：令和７年度以降も継続

大河津分水路事業（河川事業（国）） 寿町排水ポンプ場整備
（下水道事業（長岡市））

○ 令和３年３月に公表した信濃川水系流域治水プロジェクトに基づき、信濃川水系の根幹的治水施設である大河津分水路改修、
立ヶ花狭窄部等の掘削、ダム再生、本支川における築堤や河道掘削等の河川改修、排水機場の整備などのハード対策を計画
的に実施するとともに、 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も活用し段階的な治水効果の発現を図るなど事
前防災対策を加速化。

信濃川水系 流域治水プロジェクト

浄土川改修（河川事業（新潟県））

■河川対策
全体事業費 約６，３０４億円
対策内容 河道掘削、堤防整備 等
■砂防対策
全体事業費 約１，１３１億円
対策内容 砂防関係施設の整備 等
■下水道対策
全体事業費 約８９５億円
対策内容 雨水貯留施設整備 等

【事業費（ R2年度以降の残事業費）】

※流域治水プロジェクトの一部の事業のみを記載■ロードマップ

国・県・市による一体的なハード整備で、段階的に効果を発揮
【第１段階】信濃川中流部（長岡市等）において再度災害防止対策を令和７年度までに完了
【第２段階】信濃川・千曲川において、令和元年東日本台風の被災区間における越水防止が完了

５か年加速化対策 期間（令和３年度～令和７年度）

信濃川 【国】

災害復旧

遊水地整備(信濃川中流)

千曲川・信濃川【長野県】【新潟県】

災害復旧

築堤・河道掘削

築堤・河道掘削
災害関連事業
完了（.-）

大河津分水路改修

災害復旧完了/.$0

災害復旧完了/.$出水期まで0

遊水地整備
完了/.-0

築堤・河道掘削
完了（.-）

支川改修・排水機場整備 支川改修・排水機
場整備完了/.-0

築堤・河道掘削
完了/.-0

先行低水路掘削
先行低水路掘削
完了（.-）

下水道事業 【長岡市】

寿町排水ポンプ場の整備 整備完了/.７0

戦後最大洪水
対応に向けて
整備を推進

【第!段階】
流下能力の向上
（信濃川）

千曲川 【国】

遊水地整備

災害関連事業
完了/.*0

立ヶ花狭窄部の掘削 など

遊水地整備完了（.*）運用開始

第二床固改築
完了（.*）

【第"段階】
令和元年東
日本台風の
被災区間に
おける越水
防止完了
（信濃川）
（千曲川）

堤防強化完了/.)出水期まで0
（粘り強い河川堤防などの整備）

堤防強化

-

令和４年度 概算要求の概要

新つ事㡯
令和４年度 概算要求の概要

【予⟬ไ度】

ハード・䝋䝣ト一体の水災害対策「流域治水」の本᱁的実㊶
)水害䝸䝇クሗの実（ᾐ水定区域図・ハ䝄ードマップの✵ⓑ域のゎᾘ）

)水災害䝸䝇クを㋃ま䛘たま䛱づ䛟り・ఫまいづ䛟りを支䛘るための流域治水関連ἲの活用

)流域治水ᆺの災害復旧のಁ進

)ᯘ野ᗇとの連ᦠによる流域流ᮌ対策の推進

)ま䛱づ䛟りに㈨する土◁災害対策の㞟中的支

)◁防におけるཎᙧ復旧にᣊ䜙ない災害復旧のಁ進

)㧗₻災害等に対する備䛘・復旧の強化

)津Ἴ防災地域づ䛟りの推進と関ಀ機関連ᦠ

国土強靱化に㈨する*+の推進
-整備・⟶⌮*+の推進

䜹ー䝪ン䝙䝳ート䝷䝹の推進
-下水道事業における䜶䝛・┬䜶䝛の推進
-ダムにおけるᮍ用の水力䜶䝛䝹䜼ーの活用推進

公⾗⾨生の強化等のための下水道のᣢ続ᛶ向上
-ở水ฎ⌮のᮍᬑཬ地域䜈の下水道整備加速化とᣢ続ᛶの向上

・・・ P.䠕

・・・ P.12

・・・ P.15
・・・ P.18

・・・ P.19

・・・ P.20

・・・ P.21

・・・ P.22

【新つ⛯ไ】

ハード・䝋䝣ト一体の水災害対策「流域治水」の本᱁的実㊶
)水災害䝸䝇クを㋃ま䛘たま䛱づ䛟り・ఫまいづ䛟りを支䛘るための⛯ไの≉例ᥐ⨨

)㧗台ま䛱づ䛟りを推進するためにఫẸ㈇ᢸの㍍減やなྜពᙧᡂを図るための⛯ไの≉例ᥐ⨨

・・・ P.28

・・・ P.29

・・・ P.30

・・・ P.12
・・・ P.16

・・・ P.25

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践

○ 戦後最大洪水等に対応した河川整備と流域での対策を組み合わせた「流域治水プロジェクト」に基づき、「防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策」も活用して、堤防、河道掘削、遊水地・放水路・ダム等の事前防災対策を完成年度の目標を持って計画的に実施。

○ 合わせて、水災害リスクを踏まえたまちづくりをはじめとした流域治水関連法による法的枠組みを活用した取組など、「流域治水」の本格的実
践に必要となる新規予算制度等を要求。

○ また、気候変動による水災害リスクの増大に適応するため、将来にわたって必要な財源を安定的に確保していくための方策について、総合
的な検討を行う。

■ 水害リスク情報の充実

■ 水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり

■ 特定都市河川における整備の加速化

■ 農林水産省との連携による水田貯留の推進

■ 厚生労働省等との連携による高齢者等の安全確保

■ 流域治水型の災害復旧の促進

■ 高台まちづくり（高台・建物群）の推進

■ 流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組の推進

■ 林野庁との連携による流域流木対策の推進

■ まちづくりに資する土砂災害対策の集中的支援

■ 砂防における原形復旧に拘らない災害復旧の促進

■ 高潮災害等に対する備え・復旧の強化

■ 津波防災地域づくりの推進と関係機関連携

令和4年度新規要求、取組事項等

・・・P.9

・・・P.11

・・・P.12

・・・P.13

・・・P.14

・・・P.15

・・・P.16

・・・P.17

・・・P.18

・・・P.19

・・・P.20

・・・P.21

・・・P.22

リスクの高い地域

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」の本格的実践 イメージ

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１／１５]

治水ダムの
建設・再生

利水ダム
の活用

遊水地の整備

森林整備・治山対策

気候変動のスピードに対応するため、近年の上流・支川・県管理河川における被害が顕著であること
にも留意しつつ、流域全体の貯留機能の向上や重要区域の排水機能の強化、下流・本川・国管理河
川の整備等、多様な対策の中から早期の安全度向上に資する対策を適切に組み合わせて優先的に
実施する。

(新規)
砂防における
原形復旧に
拘らない

災害復旧の促進

（新規）
農林水産省との
連携による

水田貯留の推進

（新規）
林野庁との連携による
流域流木対策の推進

（新規）
まちづくりに資する

土砂災害対策の集中的支援

(新規)
特定都市河川に

おける整備の加速化 （新規）
水害リスク
情報の充実

（新規）
水災害リスクを
踏まえたまちづくり
・住まいづくり

(新規)
高台まちづくりの推進

（新規）
高潮災害等に対する
備え・復旧の強化

（新規）
流域治水型の
災害復旧の促進

ため池等
の活用

雨水貯留・排水
施設の整備

海岸保全施設の整備

バックウォーター対策
（新規）
厚生労働省等との
連携による高齢者等
の安全確保

&

７，４４０億円

水害リスクሗの実䠄ᾐ水定区域ᅗ・ハ䝄ード䝬䝑プの✵ⓑ域のゎᾘ䠅

○水害リスクሗの✵ⓑ域においてᾐ水被害が多Ⓨ

ۑ 近年、気候変動による水害が㢖Ⓨ化・⃭⏒化しており、え䜀、௧ඖ年ᮾ᪥本ྎ㢼では、中ᑠ河川等の水害
リスクሗのᥦ౪を行っていない䜶リ䜰で多くのᾐ水被害がⓎ⏕。

ۑ このような水害リスクሗの✵ⓑ域をゎᾘするため、水防法をᨵṇし、ᾐ水定区域ᅗཬ䜃ハ䝄ード䝬䝑プの
స成・බ⾲の対㇟を全ての一⣭・⣭河川や下水道ͤにᣑ大。

ۑ 早ᛴにᾐ水定区域ᅗ等をస成・බ⾲し、水害リスクሗの✵ⓑ域をゎᾘするため、防災・安全㔠による
財ᨻ支を強化。

洪水予ሗ河川や水
࿘▱河川௨እの河川
のỏ℃によりᾐ水被害
がⓎ⏕している䜶リ䜰

㜿Ṋ㝰川水⣔㜿Ṋ㝰川
洪水ᾐ水定区域ᅗ
䠄定最大規ᶍ䠅
ᖹ成䠎䠔年䠒᭶䠍０᪥

○水防法をᨵṇし、洪水ᾐ水定区域ཬ䜃㞵水ฟ水ᾐ水定区域のᣦ定対
㇟をᣑ大

早ᛴに水害リスクሗの✵ⓑ域をゎᾘするため
防災・安全㔠による財ᨻ支を強化

᳃⏫䠄Ꮠ⚄᫂༡地ෆ䠅の被災≧ἣ䠄௧ඖ年ᮾ᪥本ྎ㢼䠅

ͤ全ての一⣭・⣭河川や下水道とは、ఫᏯ等の防ㆤ対㇟のある全ての一⣭・⣭河川やᾐ水対策を目的として整備䛥䜜た下水道のこと。

・௧ඖ年ᮾ᪥本ྎ㢼では、堤防がỴቯした７䠍河川のうち４䠏河川
䠄⣙䠒䠅、ෆ水ỏ℃によるᾐ水被害がⓎ⏕した䠍䠏５ᕷ区⏫ᮧのうち
䠍䠎䠒ᕷ区⏫ᮧ䠄⣙䠕䠅が水害リスクሗの✵ⓑ域。

・洪水予ሗ河川ཬ䜃水࿘▱河川䠄⣙䠎，０００河川䠅や水࿘▱下水道䠄⣙䠎０ᅋ体䠅
に加え、࿘㎶にఫᏯ等の防ㆤ対㇟のあるものについてᣦ定対㇟に㏣加し、洪水ᾐ
水定区域では⣙䠍５，０００河川、㞵水ฟ水ᾐ水定区域では⣙䠍，０００ᅋ体が
新たにᣦ定対㇟として㏣加。

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践᳕Წ／１５᳗

ਏകの水
（ഥਮ੪ফূম台௯）

中ੱ市ඌ地の水
（ഥਮ੪ফ8াのにൣअপ雨）

佐賀市仙台市

ᣦ定対㇟河川のᣑ大䜲䝯ージ洪水ᾐ水定区域ཬ䜃㞵水ฟ水ᾐ水定区域の
ᣦ定対㇟ᩘ

新たにᣦ定対㇟となる河川ཬ䜃
䛭の洪水ᾐ水定区域䠄䜲䝯ージ䠅

බ⾲䛥䜜ている洪水ᾐ水定区域

水害リスクሗの✵ⓑ域におけるᾐ水被害事

新規
事㡯

�

まるもりまち あ䛦し䜣めいみなみちない

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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水害リスク情報の充実（水害リスクマップの整備）

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［３／１５］

○水害ハザードマップ（従来）

○水害リスクマップ（新規）

※１ 河道条件：Ｈ２８末時点 ※２ 河道条件：Ｒ５末時点
（高頻度以外は現況河道の計算結果）

現況 整備後

【令和４年度の国土交通省としての取組】

・全国109の一級水系において外水氾濫を対象とした水害リスクマップ
の作成を完了

・特定都市河川や防災まちづくりに取り組む地区において、内水を考慮
した水害リスクマップを作成

ハード整備による
水害リスクの軽減

・現在のリスクに加え、将来のリスクも提示（整備効果の見える化）
・土地利用規制や居住の誘導を促進
・きめ細やかな企業BCPの作成、水害保険への水害リスクの反映

※上記凡例の（ ）内の数値は確率規模
を示していますが、これは例示です。 ※現在の浸水想定区域図に加えて、より頻度の高い複数降雨による浸水範囲を頻度毎に示した図

○ これまでは想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供してきたところ。

○ 今後は、想定最大規模に加えて、より頻度の高い降雨による浸水範囲を頻度毎に示した水害リスクマップを新たに整
備し、水害リスク情報の充実を図る。

○ こうした取組により「水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり」を促進。

想定される浸水深

水害リスク情報の充実 水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

イメージ

整備効果の見える化のイメージ

('

水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり
水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［Ხ／１５］

((

浸水⿕害防Ṇ区域
居ᐊのᗋ㠃がᇶ‽水以上

⛣㌿
居ᐊ

ᇶ‽
水

○ 住Ꮿ・せ㓄慮⪅タ➼のᏳ全ᛶを๓確ㄆ

䠉住Ꮿ（㠀⮬ᕫ）・せ㓄慮⪅タの土地の㛤Ⓨ
⾜Ⅽに䛴いて、土地のᏳ全上ᚲせなᥐ⨨をㅮ䛪る
䠉住Ꮿ・せ㓄慮⪅タのᘓ⠏⾜Ⅽに䛴いて、
・居ᐊのᗋ㠃の高さがᇶ‽水以上
・洪水➼に対してᏳ全なᵓ㐀とする

水災害の༴険ᛶの高い地域の 居住を㑊䛡る

水災害の༴険ᛶの高い地域に

居住するሙྜにもをᏲる

水災害の༴険ᛶの高い地域か䜙の ⛣㌿を促す

○災害䝺ッド䝌ー䞁を居住誘導区域か䜙ཎ๎㝖外（R䠏.10䡚ண定）

○災害䝺ッド䝌ー䞁にお䛡る高㱋⪅⚟♴タの新タをཎ๎⿵ຓ対象
外とする（R䠏年度䈜䡚）

○災害䝺ッド䝌ー䞁にお䛡る㝔・♫⚟♴タ・䝩䝔䝹・⮬♫䜸䝣䜱
ス➼の⮬ᕫ業ົ用タの㛤Ⓨをཎ๎⚗Ṇ（R４.４䡚ண定）

○浸水⿕害防Ṇ区域（災害䝺ッド䝌ー䞁の１䛴）をタ（R䠏.11䡚ண定）
住Ꮿ・せ㓄慮⪅利用タの新タは๓チྍ制を導ධ 浸水⿕害防Ṇ区域のタ

（特定都市河川浸水⿕害対⟇ἲ）

○ 災害༴険区域に加え、浸水⿕害防
Ṇ区域、地す䜉り防Ṇ区域、土◁
災害特ู㆙ᡄ区域ཬ䜃ᛴഴᩳ地ᔂ
ቯ༴険区域を㏣加

○最ᑠ⛣㌿ᡞ数を１䠌ᡞ䊻５ᡞに⦆和

水災害リスクを踏まえた㔜ᒙⓗな取り組䜏により、Ᏻ全な
まちづくり・住まいづくりを᥎進する。

○ື⏘取ᘬ時の㔜せ㡯ㄝ᫂に水害ハザードマップにお䛡る≀件の
ᡤ在地にಀるㄝ᫂を㏣加（R２.８䡚）

○බ表されている想定最大規模に加え、より高頻度の浸水想定を新た
に提供する（P10ཧ↷）とともに、地域の水災害リスクをホ౯し、水災
害リスクをྍ⬟な㝈り軽減またはᅇ㑊するための対⟇により防災まち
づくりを進めるための䜺イド䝷イ䞁（P51,52ཧ↷）を作成（R䠏.５）

（水災害の༴険ᛶをさ䜙に࿘▱）

○災害䝺ッド䝌ー䞁を❧地㐺ṇ
化計⏬の居住誘導区域か䜙
ཎ๎㝖外

○特ู㣴ㆤ⪁ே䝩ー䝮な䛹高㱋⪅⚟♴
タに䛴いて、災害䝺ッド䝌ー䞁にお䛡る
新規整備を⿵ຓ対象か䜙ཎ๎㝖外
䠘ཌ⏕ປാ省にてR䠏年度か䜙㐠用㛤ጞ䠚

○ 災害䝺ッド䝌ー䞁にお䛡る
㝔・♫⚟♴タ・䝩䝔䝹・⮬
♫䜸䝣䜱ス➼の⮬ᕫ業ົ用
タの㛤Ⓨをཎ๎⚗Ṇ

䈜ཌ⏕ປാ省ண算

（ཧ考）災害䝺ッド䝌ー䞁

・浸水⿕害防Ṇ区域（R䠏.11⾜ண定）
・災害༴険区域（ᓴᔂれ、ฟ水➼）
・土◁災害特ู㆙ᡄ区域
・地す䜉り防Ṇ区域
・ᛴഴᩳ地ᔂቯ༴険区域

㛤Ⓨのཎ๎⚗Ṇ

居住誘導区域か䜙ཎ๎㝖外 高㱋⪅⚟♴タの新タへの⿵ຓせ件のཝ᱁化

居住誘導区域

災害䝺ッド䝌ー䞁

災害䝺ッド䝌ー䞁

○⿕災๓にᏳ全な土地への⛣㌿を᥎進（防災㞟ᅋ⛣㌿促進業䈜）
䠉業の䜶リ䜰せ件に浸水⿕害防Ṇ区域を㏣加（R䠏.11䡚ண定）
䠉最ᑠ⛣㌿ᡞ数を１䠌ᡞ䊻５ᡞ（R２年度䡚）に⦆和
䈜住Ꮿᅋ地の整備・住居の⛣㌿➼の㈝用に䛴いて、⣙94%を国が㈇ᢸ（地᪉㈈ᨻᥐ⨨ྵむ）

⿕災๓にᏳ全な土地への⛣㌿
を᥎進（防災㞟ᅋ⛣㌿促進業）

䝢䝻䝔䜱
➼

P

ᩜ地の
ᔞ上䛢

住宅団地

⿕災๓に浸水⿕害防Ṇ区域か䜙
Ᏻ全な土地への⛣㌿がྍ⬟となる

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを支えるための流域治水関連法の活用

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［５／１５］

○ 近年、気候変動の影響によりバックウォーター現象のおそれがある河川や狭窄部上流の河川等で水災害が頻発化しているこ
とを踏まえ、これまで政令指定都市をはじめとする都市部を中心に行われてきた雨水貯留浸透施設の整備や土地利用規制等
の流域対策を、地方部も含む全国の河川で重点的に取り組むために流域治水関連法を整備。

○ 土地利用規制等を含む流域水害対策計画に基づき実施される遊水地等の河川整備や雨水貯留浸透対策等のハード整備に
対して、予算を重点化。また、税制優遇等の支援により、水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを推進。

ハード整備の加速化防災まちづくりとの連携

■特定都市河川における整備の加速化

流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
置

流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

貯留機能保全区域の指定

貯留機能保全区域の指定 浸水被害防止区域の指定

都
市
浸
水
想
定
等
を
踏
ま
え
て
区
域
を
指
定

浸水被害防止区域の指定

遊水地の整備

輪中堤の整備

雨水貯留浸透施設の整備

二線堤の整備

排水機場の機能増強・固定資産税及び都市計画税を減免す
る特例措置（Ｒ４新規税制要望）

・水災害リスクを踏まえたまちづく
り・住まいづくりに対する重層的な
取り組みを推進

気候変動により災害が頻発

※法律等に基づき実施

・民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る
国庫補助率の嵩上げ （Ｒ３～）
（（通常）１/３→（嵩上げ）１/２）

・認定計画に位置付ける雨水貯留浸透施設に係る
固定資産税の課税特例 （Ｒ３～）

Ｒ４
制度拡充

（予算の重点化）

■特定都市河川における区域指定までの主な流れ

浸水被害の危険が著しく高いエリアのイメージ

（土地の貯留機能を将来にわたって保全する区域） （洪水が発生した場合に著しい危害が生じるおそれがある区域）

特
定
都
市
河
川

指
定

ハード整備の加速化

・遊水地の整備 ・輪中堤の整備 ・排水機場の機能増強
・貯留機能保全区域の周辺整備（二線堤等） ・河道掘削 など

※このほか、区域指定等に係る支援策を検討

気候変動による降雨量の増加により、自然的条件等の理
由で浸水被害防止が困難な河川において、従来想定して
いなかった規模での水災害が頻発

流域一体となった浸水被害防止のための対策を推進

狭隘部（その他地質、自然条
件等）により流下困難

などのハード整備

接続する河川の水位が高い
場合、支川からの排水困難

(#

新規
事項

㎰ᯘ水⏘┬との連携による水⏣貯留の推進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［Ჰ／１５］

-水⏣貯留の取組䜏は、その規ᶍや位⨨等に加え、㝆雨の規ᶍ等により、ຠᯝの⛬
ᗘや影響⠊ᅖ等は変化。

-ຠᯝを発するための機能☜保にಀる⟶⌮య制に䛴いても᳨ウがᚲせ。

-ᣢ続ྍ能でຠᯝ的な㐠用や㏣加的な対策の᳨ウにྥ䛡、㎰ᯘ水⏘┬と連携して
ຠᯝの定㔞的・定ᛶ的なホ౯、ຠᯝのホ౯にᚲせなᢏ⾡のྥ上・実に取組む。

Š水ဋᝪသのјௐのܭ҄・ӧᙻ҄
Š水ဋᝪသのјௐのᚸ̖ƴ࣏ᙲƳ২ᘐのӼɥ・実ᘺ

μƴƓƚǔ水ဋのᝪသೞᏡӼɥのӕኵǈǛਖ਼ᡶ

䠘水⏣貯留のイメージ䠚 䠘水⏣貯留のຠᯝ᳨ウのイメージ䠚

ᾏ域

ホ౯点�
ホ౯点�

ホ౯点�

ᮏ川

水⏣が
ከい流域

水⏣が
ከい流域

支川

-水⏣のᣢ䛴雨水貯留能ຊの᭦な
る活用を᳨ウするため、まとまった

㠃✚の水⏣において、自動⤥排水

ᰦを用いた雨๓の୍ᩧⴠ水、

雨中の୍ᩧ貯留や流ฟ制㝈によ

り、防災上のຠᯝを実ド

ཧ⪃䠖㎰ᯘ水⏘┬の取組
䠘ス䝬ー䝖⏣䜣䜌䝎䝮実ド事ᴗ䠚

○流域治水の推進にあたっては、㎰ᯘ水⏘┬との✚ᴟ的な連携をᅗっており、令#年ᗘᮎに策定・බ⾲した୍
⣭水⣔の流域治水䝥䝻ジ䜵ク䝖に、水⏣の貯留機能ྥ上やためụの活用などの連携施策を位⨨䛡たとこ䜝。

○水⏣貯留の治水ຠᯝの定㔞化・ྍど化等を㎰ᯘ水⏘┬と連携して行い、全国での水⏣の貯留機能ྥ上の取組
䜏を推進。

イ䝷ス䝖䠖新₲┴ウ䜵䝤䝨ージ

水⏣貯留なし
水⏣貯留あり

㛫

流㔞

(�

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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厚生労働省等との連携による高齢者等の安全確保
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［７／１５］

○社会福祉施設における避難の実効性の確保を関係省庁（厚労省、内閣府、消防庁）と連携して取り組むとともに、避難確保計画
と個別避難計画の連携を図り、高齢者や障がい者等に対する切れ目のない避難支援を実施。

○国交省において高齢者施設等を災害リスクの低い場所に誘導するとともに、厚労省において災害レッドゾーンにおける高齢者施
設の新設を原則補助対象外とする措置を実施。

○厚労省において既存の高齢者施設を対象とした垂直避難のための設備設置等に対する財政支援を実施。

○避難行動要支援者名簿
の更新

○個別避難計画の作成
（努力義務）

厚労省、内閣府、消防庁との連携による高齢者等の
避難の実効性の確保

国交省 厚労省 内閣府 消防庁

自宅社会福祉施設

市町村

施設入所から
在宅サービスに移行

報告（義務）○避難確保計画の
作成（義務）

○避難訓練の
実施（義務）

○ 避難確保計画の作成と訓練実
施の徹底

○ 避難の実効性を確保するため
の避難確保計画のチェックリ
ストの提供、研修の実施

○ 高齢者や障がい者等の情報
を確実に把握するための仕
組みの構築

助言・勧告

福祉の担当部局

施設から在宅に移行する場合の
情報提供（協力）

情報提供

（令和3年6月25日 4省庁連名通知）

○特別養護老人ホームなどの高齢者施設について、災害レッ
ドゾーン※1における新規整備を補助対象から原則除外

＜厚労省にてR３年度から運用開始＞

○ 都市計画区域内の災害レッドゾーン※1について居住誘導区
域から原則除外するとともに、高齢者施設等の自己業務用
施設※2の開発を原則禁止

※１災害レッドゾーン

・病院
・社会福祉施設（高齢者施設、障がい者施設等）
・ホテル
・自社オフィス 等

浸水被害防止区域の創設（特定都市河川）

災害レッドゾーンにおける開発許可の規制強化等

高齢者施設の新設への補助要件の厳格化

災害レッドゾーン

居住誘導区域

災害レッドゾーン

災害リスクの低い場所への高齢者施設等の誘導

既存の高齢者施設における垂直避難のための設備設置の支援

垂直避難のためのスペースやエレベータ、スロー
プ等の設置のための改修等

連携

○浸水被害防止区域においては、住宅・要配慮者施設等の開
発・建築行為を許可制とし安全性を事前確認

避難行動要支援者
名簿の担当部局

国交省

厚労省

厚労省

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金による支援

・浸水被害防止区域
・災害危険区域（崖崩れ、出水等）
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域

※２自己業務用施設

居住誘導区域

(,

ὶ域水ᆺの災害ᪧのಁ㐍

○災害ᪧ事業においても、ὶ域水の⪃䛘᪉にᇶ䛵䛝、ୖὶからୗὶ、ᮏ川・支川のὶ域全యをಠ▔し、ὶ域
全య䛷水災害リスクを低ῶする対⟇を᥎㐍する。

○ ᮏ川ୖὶや支川においてሐ防のỴ壊や㉺水が発生した場ྜ、ሐ防の原ᙧᪧにᣊら䛪、㐟水地や㍯୰ሐ等
の整備や土地用規制を組䜏ྜ䜟䛫たᪧ᪉ἲも㑅ᢥしやす䛟するよ䛖、災害ᪧ制度をᣑする。

ὶ域水ᆺの度災害防止対⟇

浸水

低いሐ防が㉺水・Ỵ壊し、浸水 ᚑ᮶の度災害防止対⟇

㏣ຍの改修
（河㐨᥀๐等,

ᘬሐ・河㐨᥀๐等 ୗὶへの㈇Ⲵを⪃慮した㏣ຍの改修

を実施 （㏣ຍの河川事業䛷実施）

＜⪃䛘られる対⟇＞
被災水に対ᛂして

ሐ防のᔞୖ䛢、ᘬሐ、河㐨᥀๐

により⫼ᚋ地全యの浸水を防䛠

（災害ᪧ事業ཪは改Ⰻᪧ事業䛷実施）

（災害ᪧの新しい㑅ᢥ⫥）
＜⪃䛘られる対⟇＞

㍯୰ሐや㐟水地、水施設（䠖ᑠཱྀ
化・規格化により低䝁ス䝖䛷⥔ᣢ⟶⌮がᐜ᫆

な䝫ンプ施設）等の整備により、㐟水ᶵ
⬟を確保しつつ、ᐙᒇ浸水を防ᚚ

ୗὶにおける改修をᚅつ䛣とな䛟、
被災⟠所の度災害防止を実⌧

㐟水ᶵ⬟確保

㍯୰ሐ

㏣ຍの改修
（河㐨᥀๐等,

水ᶵ⬟
の強化

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［Ჲ／１５］

ᚑ᮶の度災害防止対⟇の事業㈝をୖ

ᅇらない䛣と等を᮲件に、災害ᪧ事業

により、ୗὶにおける改修をᚲ要としな

い対⟇（㐟水地や㍯୰ሐ等の整備など）

を実施可⬟にする。

ᣑ内ᐜ

(

新規
事㡯

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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高台まちづくり（高台・建物群）の推進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［９／１５］

○ 令和２年 12 月に策定した「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」に基づき、高台まちづくりを推進するため、水害リスクや避難
のあり方を踏まえ、モデル地区における高台まちづくりの実践を地方公共団体と連携して推進。

○ 高台まちづくりの一環として高規格堤防整備事業の加速化を図る、税制特例（固定資産税、不動産取得税）の延長を要求。

土地区画整理等＋高規格堤防

国管理河川 国、都管理河川
大規模浸水時のイメージ

(

天端道路

都管理河川

避難スペース

電源等

民間開発等＋高規格堤防

高規格堤防

高台公園

都県境の橋梁

通路

民間活力

通路 通路 通路

避難
スペース

既設堤防川裏法面 既設堤防川裏法面

学校・公共施設

鉄道駅

排水施設

高規格堤防整備事業の流れ

河川区域 河川区域 河川区域

①移転 ②盛土等 ③完成

土地を使用
工期 通常３～５年

仮移転 本移転
高規格堤防特別区域

新築する固定資産税を減額

＜住民負担の軽減や円滑な合意形成を図る税制の特例＞

不動産取得税の課税標準の
特例措置の適用（２年）

建築物等（建物群）による
高台まちづくり

高台公園を中心とした
高台まちづくり

高規格堤防の上面を活用した
高台まちづくり

篠崎地区周辺の高台まちづくり（高台化）の検討（江戸川区の例）

・高規格堤防、都市計画道路及び都県橋、土地
区画整理などの課題に一体的に取り組む高台ま
ちづくり

・都市計画道路及び都県橋の早期完成を目指す
事業手法の検討

・ 「篠崎公園地区」高台まちづくりを促進する事
業手法検討

高台まちづくりのイメージ モデル地区における高台まちづくりの実践

災害に強い首都『東京』形成ビジョンより

●早い段階からの避難が出来なかった場合でも、命の安全・最低限の避難
生活水準を確保できる避難場所にもなる「高台まちづくり」を推進する。

【不動産取得税】

高規格堤防整備事業により家屋の一時移転の対象となった者に対し、収用等に
認められる税制上の特例措置に準じ、高規格堤防特別区域の公示日から２年以
内に建替家屋を取得した場合に課税標準から従前家屋の価格を控除

特例措置の期限延長を要求（令和７年３月!&日までの３年間）

【固定資産税】

高規格堤防整備事業のために使用された土地に従前権利者が新築する家屋の
固定資産税について税額を減税

特例措置の期限延長を要求（令和６年３月!&日までの２年間）

(-

●自然環境が有する多様な機能の活用
・ᆺ水㫽をほᐹする䜶䝁䝒䜰ー
・䝭䝈䝧リン䜾༠㆟による水辺利用の㐀
・ᑠ୰Ꮫᰯなどにおける河川環ቃᏛ⩦
・ᬒ地等のᬒほの保全

流域水䝥䝻ジ䜵ク䝖における䜾リーンイン䝣䝷の取組の推進 䠷とりまとめイメージ䠹

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１Ც／１５］

●生物の多様な生息環境の保全・創出や地域特性と調和した
景観形成
・⮬↛環ቃの保全・生などの⮬↛生

・ᆺ水㫽の生⫱環ቃ保全等の生ែ⣔

䝛䝑䝖䝽ークの形成

・橋川の水対策におけるከ⮬↛川づくり

【ᩫఀ川水⣔流域水䝥䝻ジ䜵ク䝖イメージ】

○流域水䝥䝻ジ䜵ク䝖に置づけられた水対策と合䜟䛫、水と環ቃの୧❧を図り、生物のከᵝな生ᜥ環ቃの保全・

出、地域の⮬↛環ቃとㄪ和するᬒほ形成等を推進する。

○䛭のため、環ቃ保全・出のための目標タ定や、生ែ⣔䝛䝑䝖䝽ーク、ከ⮬↛川づくり等の䝝ー䝗・䝋䝣䝖୧㠃に䜟たる

䜾リーンイン䝣䝷の取組をᫎした流域水䝥䝻ジ䜵ク䝖を全ᅜ䠍䠌䠕水⣔でᨵ定する。

◆目標︓ 国管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和47年7月洪水と同規模の洪水に
対して、家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図ります。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・
提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信等の取り組みを実施し「逃げ遅
れゼロ」を目指します。
加えて、斐伊川水系において、マガン、コハクチョウなどが安心して越冬できる里づくりを目指し、今後、概ね

１０年間で水鳥類のねぐらや採餌場環境の保全・創出を行うなど、自然環境が有する多様な機能を活かす
グリーンインフラの取り組みを推進。

●魅力ある水辺空間創出
・か䜟まちづくり

環ቃᏛ⩦

ぶ水ㆤᓊ整備ぶ水ㆤᓊ整備

䝬䜺ンの生ᜥ環ቃ保全

水㫽ほᐹ䜶䝁䝒䜰ー

䝭䝈䝧リン䜾
%水辺の利用㐀&

水㫽の生ᜥ環ቃ保全

※具体的な対策内容については、今後の調査検討等により変更となる場合がある。

䚕Ⰻዲなᬒほを保全・㐀

地域とㄪ和したㆤᓊᮦ活用

周辺ᬒほを㜼害しない水㛛

水辺のに䛞䜟い

⟇のᑐࡵࡓࡍࡽ減࣭ࡄ㜵ࡅࡔるࡁỏ℃を࡛ە (ヲ⣽┬␎)

⟇のᑐࡵࡓるࡏࡉᐖᑐ㇟を減ᑡ⿕ە (ヲ⣽┬␎)

⟇のᑐࡵࡓ᪩ᮇᪧ࣭⯆のࠊᐖの軽減⿕ە (ヲ⣽┬␎)

䚕生物の生ᜥ生⫱環ቃの保全・出
䡲䢘䡷䢚䢙䡸䡪䡯䡲䢚䡮䝶䝅ཎ生

(�

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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林野庁との連携による流域流木対策の推進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１１／１５］

○ 林野庁と連携し、流木発生ポテンシャル調査を実施したうえで、流木発生の抑制や流木の捕捉・処理に係る統
一の計画を策定。

○ 森林整備や治山ダムによる流木発生の抑制、透過型砂防堰堤や流木捕捉施設による流木の捕捉を、林野事
業と砂防事業が連携して一体的に実施することで、流域全体の流木被害を防止・軽減する。

【拡充内容】

流域流木対策計画に位置付けられた施設整備を計画的・
集中的に推進する。

流域流木対策計画策定

例）航空レーザー測量等による詳細な
森林情報-立木,の把握

〇流木発生の抑制や流木の捕捉・
処理に係る計画策定

〇流木発生ポテンシャル調査
（立木密度調査、流木発生量調査）

例：適正な森林管理の実施

対策

【生産エリア：林野庁】 【流下・氾濫エリア：国交省】

例：流木捕捉効果の高い砂防堰堤の設置

流木発生ポテンシャル
調査のイメージ

流域流木対策のための砂防施設整備を推進

適正な森林管理
の実施

透過型砂防堰堤の設置

既存施設の多機能・高
機能化

土砂や流木を効果的に捕
捉する遊砂地等の設置

流木捕捉施設の設置

○透過型砂防堰堤による流木の捕捉

○土砂・洪水氾濫に伴って大量に発生・流下す
る流木も効果的に捕捉できる施設の開発と整備

○間伐等の森林整備による流木発
生の抑制

○治山ダムによる山腹崩壊や渓流
の荒廃の防止 (&

新規
事項

䜎䛱䛵䛟䜚に㈨する土砂⅏害対策の集中的ᨭ
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１Წ／１５］

(�

・」ᩘの土砂⅏害の༴㝤が䛒るᒃఫㄏᑟ༊域の例

ᒃఫㄏᑟ༊域

土▼流、地す䜉䜚、がけ崩れ対策を䜎とめて実施

○ 生ά䝃ー䝡䝇や䝁䝭䝳䝙テ䜱のᣢ⥆ᛶ☜ಖを┠的に、立地適正化計画にᇶ䛵䛟ᒃఫㄏᑟ༊域が⮬治体によ䜚定めら
れ、ఫᒃやබඹイン䝣䝷の集⣙化が進められている。

○ し䛛し、中山間地域な䛹の土地が㝈られた地域で䛿、土砂⅏害㆙ᡄ༊域等にもᒃఫㄏᑟ༊域を設定䛫䛦るをᚓない
ሙྜが䛒ること䛛ら、砂防施設の整備によ䜚ᒃఫㄏᑟ༊域内のᏳ全ᛶを計画的に☜ಖするᚲせが䛒る。

○ こうしたྲྀ⤌によ䜚ᒃఫㄏᑟ༊域䜈の集⣙化をಁ進する等、地域全体で土砂⅏害リ䝇䜽を㋃䜎えた䜎䛱䛵䛟䜚・ఫ䜎
い䛵䛟䜚を推進する。

拡充の内容

○ᚑ᮶の交付㔠事業で䛿、ᒃఫㄏᑟ
༊域内で䛒ってもᑠ規ᶍな⟠ᡤの
整備䛿ᚋᅇしとなることが多䛛った
ため、ᒃఫㄏᑟ༊域やྠ༊域と᥋
⥆するイン䝣䝷䝷イ䝣䝷イン等をಖ全
するための砂防㛵係事業を⿵ຓ事
業として一ᣓ᥇ᢥし、計画的・集中
的に整備を推進。

〇がけ崩れ対策事業に䛴いて䛿、が
け高が*)�ᮍ‶の⟠ᡤで䛿、事業
᥇ᢥ᮲௳が㝈定䛥れるため、᥇ᢥ
ᇶ‽をがけ高*)�௨ୖ䛛ら、がけ高
.�௨ୖに⦆する。

ᒃఫㄏᑟ༊域እの土

砂⅏害㆙ᡄ༊域等

↓
⿵ຓ事業対㇟እ

ᒃఫㄏᑟ༊域内
の土砂⅏害㆙ᡄ

༊域等
（土▼流）
↓

計画的・集中的に
施設整備

ซ例

土砂⅏害㆙ᡄ༊域

土砂⅏害≉ู㆙ᡄ༊域

ᒃఫㄏᑟ༊域

ᒃఫㄏᑟ༊域内の
土砂⅏害㆙ᡄ
༊域等

（がけ崩れ：がけ高（�）
.ӌ�ӌ*)をྵ䜐）

↓
計画的・集中的に施

設整備

新規
事項

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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砂防における原形復旧に拘らない災害復旧の促進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１３／１５］

下流で砂防施設を整備

山間部に位置する被災施設は用途廃止

○ 砂防施設の災害復旧事業においても、流域全体の安全度を向上させるため、流域全体を俯瞰して効果的・効
率的な施設配置による災害復旧を推進。

○ 具体的には、土砂・洪水氾濫対策計画等に基づき、被災した砂防施設を原形復旧する代わりに、下流において
新たな施設整備を行う復旧、および改良復旧を推進。

課題と対応策

○山間部に位置する施設が被
災した場合、現位置・元構造で
復旧するよりも、土砂・洪水氾
濫対策計画等に基づき、新た
に下流で施設を整備することに
より、流域全体の安全度の効
果的・効率的向上が可能。

拡充内容

○災害復旧事業（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法）
砂防施設が被災した場合に、現位置での原形復旧ではなく、下流に新たな施設を整備できるようにする。

○災害関連事業（改良復旧）
被害が激甚であって、災害復旧工事のみでは十分な効果を期待できない場合、制度の範囲内（被災施設の復旧の#倍の事業
費）で、土砂・洪水氾濫対策計画等に基づいて、下流に新たな施設を整備できるようにする。

安全な土地への移転を推進
（防災集団移転促進事業）

#'

被災前の砂防
堰堤

被災後写真

新規
事項

㧗₻災害等に対する備䛘・復旧のᙉ

九州

北陸・東北

関東中国

ྎ
㢼

水䝫䞁䝥㌴

水䝫䞁䝥㌴

䚽Ẽೃኚືにకうᾏ㠃水位の上᪼等を㋃䜎䛘、㧗₻災害等䛛ら被災地域୍体で度災害防止をᅗるため、改良
復旧事業をᡤ⟶部ᒁᶓ᩿で୍ᣓ᥇ᢥできるよう制度を拡充する。

䚽䜎た、௧�ᖺ度に改ṇさ䜜た䛂災害対策基ᮏ法䛃に対応し、災害における䛛䛴㎿㏿な水άື等がで
きるよう、災害⥭ᛴ対応事業の᥇ᢥせ௳を災害Ⓨ⏕のお䛭䜜ẁ㝵に拡充する。

䛆課題䛇

・災害対策基ᮏ法の改ṇにより、災害Ⓨ⏕のお䛭䜜ẁ㝵
で国の災害対策ᮏ部の設置が可能となったこと䛛ら、
国土㏻┬としてもお䛭䜜ẁ㝵䛛らの災害対応をᙉ。

・規ᶍ水害のⓎ⏕に㎿㏿に水を行うためには、ண
め水䝫䞁䝥㌴等を被災する可能ᛶの㧗い地域へ前進
配備しておくことがᚲせ。

・災害⥭ᛴ対応事業はⓎ災後に㝈ᐃさ䜜ており、現≧、
Ⓨ災前に行う応ὴ㐵等は対㇟እ。

災害⥭ᛴ対応事業の᥇ᢥせ௳を、ྎ㢼の᥋㏆な䛹
災害Ⓨ⏕のお䛭䜜ẁ㝵へ拡充。

部ᒁ間連ᦠによる地域୍体での度災害防止 災害⥭ᛴ対応事業をお䛭䜜ẁ㝵に拡充

前進配備䜲䝯䞊䝆
（Ⓨ災䜶䝸䜰がᕞ・୰国の場合）

拡充
内容

拡充内容

䛆課題䛇被災がᗈ範囲であっても、改良復旧事業はᡤ⟶部ᒁ䛤とに᥇ᢥさ䜜るため、
୍部の事業が᥇ᢥさ䜜ない場合は地域୍体での度災害防止ができない

被災地域の関連するྛ施設の改良復旧事業を、

ᡤ⟶部ᒁᶓ᩿で୍ᣓ᥇ᢥできるよう制度を拡充
地域୍体での度
災害防止を推進

ᾐ水の防止ᾐ水の防止

ᾐ水範囲

Ἑᕝ堤防Ἑᕝ堤防

部分的な改良復旧では、のపい堤防䛛ら
㉺水するため、度災害はᅇ㑊できない

Ἑᕝ・ᾏᓊ堤防୍連でのᔞ上䛢が可能と
なり、地域୍体での度災害防止がᐇ現

ᡤ⟶部ᒁ
ᶓ᩿で୍
ᣓ᥇ᢥ可
能に

復旧

ᾐ水範囲

㧗₻による㉺水・
堤防Ỵቯの場合

制度拡充後の復旧対応
（୍連の施設として復旧）

現行制度下の復旧対応
（䛭䜜䛮䜜の施設で復旧）

ᶫᱱ

#	

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１Ხ／１５］

新規
事項
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津波防災地域づくりの推進と関係機関連携
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１５／１５］

＜津波防災地域づくりの推進施策の例＞

【参考】近年の制度拡充等

・ 海岸堤防の嵩上げ等のハード対策を計
画的・ 集中的に支援する個別補助事
業制度を創設（令和３年度～）

・ 緊急的・一時的な避難施設を確保する
ため避難施設等に係る固定資産税の特
例措置を延長（令和３～５年度）

〇南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の切迫する巨大地震に伴う津波
対策として、津波防災地域づくりを加速化させる。

〇従来の支援策に加え、津波災害警戒区域等の指定に向けた制度拡充や自治体に対する制度趣旨の徹底等を
通じて、ハード・ソフト組み合わせた総合的な津波防災地域づくりを更に推進する。

あわせて、大規模地震
が想定されている地域
等における水門・陸閘
等の安全な閉鎖体制の
確保※等にも取り組ん
でいく。

※社会資本整備重点計画（令和３年５月）
$$％（1元年度）→1$年度 2/％

自動化・遠隔化した水門

（令和４年度要求）

津波災害警戒区域等の指定を
促進する財政支援として津波・高
潮危機管理対策緊急事業 （防災・

安全交付金）の拡充

制度拡充と併せ、下記の取組も実施し、更
なる促進を図る。

・自治体に対する制度趣旨の周知徹底のた
めの説明会等の実施

・津波被害リスクが高い自治体等からの指
定に関する相談対応 等

警戒避難体制の整備等を目的とした
津波災害警戒区域等の更なる促進

##

新規
事項

ὶ域治水DXの推進 䠷ఫẸの安全・安ᚰに䛴ながるDX䠹

Წ．ࢍם᪆҄ƴƢǔDXのਖ਼ᡶ［１／Ხ］

ۑ ὶ域ሗの集・集✚・ఏ㐩、ண の高度化を推進するため、水計等のほ ⥙を充実させるとともに、３�ハ
䝄ード䝬䝑䝥等のリスク䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁にά⏝䛷䛝る䝒ー䝹を拡充する。

ۑ 䜎た、ὶ域全体の関係⪅㛫䛷Ἑᕝや䝎䝮の≧ἣ、ᚋの水ண 等のሗඹ᭷を図るな䛹、ሗศ㔝䛷の
ὶ域治水の取組を加速し、な災害対応を実⌧する。

＜平時＞

����䜹䝯ラや水計等、ほ ⥙を充実させ、䛭䜜らからᚓら䜜る
ሗをフ䝹にά⏝してὶ域全体の対策を向上させる。

ᖹ時に加えて、災害時に䛚ける
ሗศ㔝䛷のὶ域治水の取組を加速

［予測技術を活用した流域一体での洪水予測・ダム運用の高度化］

［デジタル技術を活用した災害対応の強化］
◆衛星やセンサーなどのデジタル
技術により浸水把握を早期化
◆TEC-FORCEについてオンライン
での被災状況の集約・共有などを
可能とする『iTEC』開発を推進
被害全容把握の迅速化を図るとと
もに、隊員の負担軽減、総合司令
部のマネジメント機能を強化し、
災害対応力を強化。

䝃ー䝞（クラ䜴ド等）

被災≧ἣㄪᰝ

䠰䠡䠟-FORCE総合ྖ令㒊等

リ䜶䝌䞁水స業等

＜災害時＞

［WEBホットライン］

＜WEBホットラインによる情報共有＞
＜自治体首長＞

WEBホットラインの導入により、流域市町村への河川・気象情報
の伝達や危機感の共有を円滑化。

気象庁と連携して観測・予測技術を高度化し、流域一体での洪水
予測やAIも活用しつつ、ダム運用の高度化を図る（P24参照）

［デジタル技術による避難支援］
マイ・タイムライン等を活用したリスクコミュニケー
ションの活性化や、個々人に向けてプッシュ型で防災
情報を発信することにより、適切な避難行動を促進。

䝬䜲・ラ䜲䝮ラ䜲䞁のసᡂ
（従来からの取り組み）

䝬䜲・ラ䜲䝮ラ䜲䞁にᇶづく⾜動をス䝬䝩䛷≧ἣ
確ㄆし、避難の䝍䜲䝭䞁䜾等を#$%&通知

䝬䜲・ラ䜲䝮ラ䜲䞁を
ス䝬䝩にⓏ㘓・≧ἣ確ㄆ

避難の䝍䜲䝭䞁䜾䛷
䝥䝑䝅䝳通知䟿

地域の䝽ーク䝅䝵䝑䝥やᏛᰯの
ᤵ業に䜘る䝬䜲・䝍䜲䝮ラ䜲䞁のసᡂ

䝬䜲・䝍䜲䝮ラ䜲䞁の䜲䝯ー䝆

ᕷᅜ

,日๓

ỏ℃
Ⓨ⏕

ఫẸ等


�",
相ᙜ

高㱋
⪅等
避難


�"-
相ᙜ

䝔䝺䝡のኳẼணሗを
ὀព

ハ䝄ード䝬䝑䝥䛷避
難ᡤを確ㄆ䟿

㠀ᖖᣢฟ⿄の‽備
㊊りない≀を㈙い
ฟし䟿

ᕝの水を䜲䞁䝍ー
䝛䝑ト䛷確ㄆ。

避難ᡤに
避難䟿

䛚じい䛱䜓䜣と一⥴に
᪩めの避難㛤ጞ䟿

避難
指♧

ᅜ ᕷ

ỏ℃
Ⓨ⏕

現在

3日๓

ఫẸ等

䛚じい䛱䜓䜣と
避難㛤ጞ䟿

避難ᡤに
避難䟿

避難
指♧

高㱋
⪅等
避難


�"-
相ᙜ


�",
相ᙜ

䝔䝺䝡のኳẼணሗを
ὀព

ハ䝄ード䝬䝑䝥䛷避

難ᡤを確ㄆ䟿

㠀ᖖᣢฟ⿄の‽備
㊊りない≀を㈙い
ฟし䟿

ᕝの水を䜲䞁䝍ー
䝛䝑ト䛷確ㄆ。

避難の
䝍䜲䝭䞁䜾䛷す

䟿

䕿䕿ᕝ
××ほ ᡤ

'(!)* になり䜎した

避難ሙᡤሗ +
Ἑᕝ䜹䝯ラ +

䝬䜲・䝍䜲䝮ラ䜲䞁
防災ሗ通知

一ே䜂とりの䝬䜲・䝍䜲䝮ラ䜲䞁（䜲䝯ー䝆）

［分かりやすい防災情報の提供］

ハザードマップを３D化し
浸水が広がる様子を可視化

住民の実感が伴う分
かりやすい防災情報
の発信により、個人
や地域の防災意識を
向上させる。

[平時からのリスクコミニュケーション]
水害リスク情報の充実
を図ることにより、防
災まちづくり・住まい
づくり等を促進。

従来のハザードマップに加え
浸水頻度を示したマップ等の提示

ᾐ水㢖度を♧した䝬䝑䝥の䜲䝯ー䝆

※ྑ図ซ例の（ ）ෆのᩘ್䛿確⋡規ᶍ

を♧してい䜎すが、䛣䜜䛿例♧䛷す。

◆水害リスク情報の
ユニバーサルデザイン化

◆まちなかに水害リスクを
示した標識の設置促進

#�

水系・流域が一体となった洪水予測や、
長時間先の幅をもった水位予測など予測の
高度化により、防災対応・避難を支援。

ダム運用の高度化

洪水予測の高度化

予測を活用したダム運用によ
り、治水機能の強化及び水力
発電を推進。

䠍䠌䠌൨

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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幅をもって氾濫の
可能性を予測

現在

気象予測等を活用した河川の水位予測やダム運用の高度化の推進（気象庁との連携）

２．国土強靱化に資するDXの推進［２／４］

ダム運用の高度化の推進

予測技術の
開発・活用

予測を踏まえて柔軟に運用治水・利水容量を
明確に区分・運用

洪水予測の高度化の推進

雨量予測
＋

ダム流入量予測

○ 水系・流域が一体となった洪水予測や、長時間先の幅をもった水位予測など予測の高度化により、防災対応・避難を支援。

○ 予測を活用したダム運用により治水機能の強化及び水力発電を推進。

○ 気象庁と連携して気象予測技術の開発を進める等により、洪水予測やダム流入量の精度を向上させ、河川・ダム管理の高度
化を図る。

〇水系・流域が一体となった洪水予測情報の提供

〇数日先の氾濫の可能性の提供（長時間先の水位予測）

気象予測技術の開発（気象庁と連携）

精度向上

河川管理者、ダム管理者向けの雨量予測を提供すること
により、洪水予測の精度向上やダム運用の高度化に寄与

一級水系では国が都道府県と連携し、水系・流域が一体と
なった洪水予測を行うことで、予測精度の向上のほか、新たに
支川等の予測情報を提供することで防災対応や避難を支援

現在、６時間先まで提供している水位予測情報について、不確実性の高い長時間先の水位予
測を複数のケースにより幅をもって示すことで、数日先の氾濫の可能性の情報を提供し、防災対
応の準備のほか、特にリードタイムが必要となる広域避難等の判断を支援。

流域一体で予測

６時間先 数日先

精度向上

〇予測技術を活用したダム運用による
治水機能の強化及び水力発電の推進

気象・流入量予測の精度を向上することで、ダムの
治水のための容量と利水（発電、農業用水等）のため
の容量をより柔軟に運用することが可能となり、事前
放流の更なる強化や水力発電を推進する。

＜ダム流入量予測技術等の開発（AIの活用）＞
雨量予測の精度向上の取組と併せて、ダムの操作に

必要なダムへの流入量を雨量予測結果からAIを活用
して予測する取組を実施。

#,

○ ୕ḟඖⅬ⩌ࢆࢱ࣮ࢹά⏝୕ࡓࡋḟඖἙᕝ⟶ෆᅗ等により、河川等の䛂ㄪᰝ・ィ⏬䛃、䛂タィ䛃、䛂ᕤ䛃、䛂⥔ᣢ・管理䛃、
䛂⿕災ㄪᰝ䛃の一連の業ົを高度化・ຠ⋡化し、ேཱྀῶᑡୗでのᣢ⥆可能なイ䞁䝣䝷ᩚ備・管理に㈉⊩。

○ また、河川利用者等に対する䝃ー䝡スの向上を┠ᣦした༨用チ可等の䜸䞁䝷イ䞁化や、䝕ータの䜸ー䝥䞁化による
分㔝との連携等も推進する。

୕ḟඖ河川管ෆ図のᩚ備（P26ཧ↷）

���・��技術によるㄪᰝ・Ⅼ᳨

新技術等を活用した河川等のᩚ備・管理/0（高度化・ຠ⋡化）

⾨ᫍ⏬ീによるᾏᓊ⥺䝰䝙タリ䞁䜾

つᶍ電時の水㛛᧯స情報の
一ඖ┘ど、↓ື力᧯స技術開発

䠷利用者䝃ー䝡スの向上䠹

䠷ᣢ⥆可能なイ䞁䝣䝷ᩚ備・管理䜈の㈉⊩䠹

ඹ㏻䝥䝷䝑䝖䝣䜷ームを活用した
ୗ水道タ情報等の管理・活用
（P26ཧ↷）

,-./0- 1.2-0

HMD技術等を活用した
支援䝅ス䝔ム

䘟ே力による⦪ᶓ断測量
䘟ྲྀᚓ䝕ータは⥺䝕ータ

䘟ド䝻ー䞁等による測量
䘟ྲྀᚓ䝕ータは㠃䝕ータ

㠃䝕ータྲྀᚓにより
⥔ᣢ管理を高度化

撮影カメラ

装着者用
ディスプレイ

⮬治体の災ᐖᰝᐃ䝥䝻䝉スでの
୕ḟඖ䝕ータの活用

$13による
䠏4測量

ᆅす䜉り

ᾏ

◁

ᩚ備・管理DXの推進䠷ఫẸ䜈の行ᨻ䝃ー䝡スの向上と、ᣢ⥆可能なイ䞁䝣䝷ᩚ備・管理につながるDX䠹
新つ
事㡯

２．国土強靱化に資するDXの推進［Ჭ／４］

༨用チ可等の䜸䞁䝷イ䞁化及び୕ḟඖᆅᙧ
䝕ータ等を活用した、༨用者の⏦ㄳ᭩㢮సᡂ
⿵ຓの᳨ウ

9:5による水୰㒊のㄪᰝ
（䜾リー䞁䝺ー䝄ー測量）

䕺୕ḟඖィ測䝕ータ
・ᐃᮇ⦪ᶓ断
測量（:6;等）
・ᕠど、Ⅼ᳨、⿕災ㄪᰝ
（㝣上・水୰䢖䡬䡷䢚䡬䢀䢚䢗䡬䢙等）

ேཱྀῶᑡୗに䛚いても、新技術等の活用により業ົを高度化・ຠ⋡化することで、ᣢ⥆可能な
イ䞁䝣䝷ᩚ備・管理につな䛢る

河川⎔ቃ情報図の䠏*化 #

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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〇 三次元点群データを活用した三次元河川管内図を整備することにより、河道や堤防の変状把握や任意
箇所での横断図の作成等、河川の維持管理業務の高度化・効率化を推進する。

〇下水道施設に関する情報等をデジタル化するために必要な経費を支援することにより、その情報を一元管理・
活用するための「共通プラットフォーム」等を活用した下水道施設のマネジメントの高度化・効率化を図る。

三次元データの活用による、河川維持管理等の高度化・効率化

横断図

平面図

従来～現在 現在～今後

三次元点群データの活用

三次元河川管内図の推進・下水道情報デジタル化支援事業の創設
２．国土強靱化に資するDXの推進［４／４］

共通プラットフォームを活用した下水道施設のマネジメントのイメージ

下水道台帳等

デジタル化した下水道施設の情報等を活用した施設管理の
高度化・効率化

デジタル化を支援

三次元河川管内図

#-三次元点群データ活用イメージ

二時期比較により堤防の変状を把握

３Dハザードマップによる分かりやすい情報提供

任意箇所での求積により河道の変状量を把握

任意箇所での横断図を作成

３䠊インフラ⪁ᮙ化ᑐ⟇等による持⥆ྍ⬟なインフラメン䝔䝘ン䝇䝃イ䜽ルのᐇ現

ۑ 今後来る施設の᭦᪂時௦にഛ䛘、ேဨやண⟬䛜㝈䜙䜜た୰で、⅏ᐖ時䜒ྵめ䛶インフラのᶵ⬟を㐺ษにⓎするた
めに䛿、᪂ᢏ⾡等を活用した維持管理の高度化・効率化やᶵ⬟ྥୖᆺ᭦᪂をᐇ施し、水⣔యで持⥆ྍ⬟なメン䝔䝘
ン䝇䝃イ䜽ルを☜❧する必要䛜䛒る。

ۑ そのために䛿、維持管理の高度化・効率化に㈨するᇶ‽㢮や㛗ᑑ化ᇶᮏィ⏬の内ᐜのぢ┤し、関ಀᶵ関に䛚䛡る
㆟等での᪂ᇶ‽等の情報共᭷・ㄢ㢟ᑐᛂの᳨ウ等を⾜い、高度化・効率化に㈨する管理ᢏ⾡の現ሙᐇを図る。

今後来る᭦᪂時௦ 持⥆ྍ⬟なメン䝔䝘ン䝇䝃イ䜽ルの☜❧
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ᩘ

※堰、床止め、閘門、揚水機場、排水機場、
樋門・樋管、陸閘、管理橋、浄化施設、ダ
ム、その他（遊水池等）を計上。（令和元年
度末時点）
水管理・国土保全局 河川環境課調べ

ྜィ&"<2"&施設ͤ

2030年：完成後50年以上となる施設数

全体の約５割

2040年：完成後50年以上となる施設数
全体の約７割

高度経῭成㛗期
䠄1955ᖺ～1973ᖺ䠅

完成後50年以上経過し老朽化が進行

※1945～1970年に
約2,300以上の施設が完成

1947ᖺ 䜹䝇䝸ーン台㢼

䠄1945ᖺ௨๓に䜒⣙1,650の施設䛜設⨨䠅

1959ᖺ ఀໃ‴台㢼

1961ᖺ ➨二ᐊᡞ台㢼

䕿高㱋化䛜進䜐河川管理施設䠄┤㎄)

䕿⪁ᮙ化した施設

䕿メン䝔䝘ン䝇䝃イ䜽ル

䕿維持管理・᭦᪂に必要なᇶ‽㢮のぢ┤し・現ሙᐇ
䕿高度化・効率化点᳨

䕿ᶵ⬟ྥୖᆺ᭦᪂

ᶵ⬟ྥୖᆺ
᭦᪂

ᩚഛ

維持管理・
᭦᪂の᪂ᇶ‽

᭦᪂
維持管理・
᭦᪂のᪧᇶ‽

㛗ᑑ化ィ⏬

持⥆ྍ⬟な䝃イ䜽ル

高度化・
効率化 点᳨

ᩚഛ

᪂ᢏ⾡の㛤Ⓨ・ᬑཬ等の
状ἣを㋃䜎䛘たぢ┤し

点᳨

ALB等による河道の状ἣ把握 䠱䠝䠲による◁防施設点᳨

ᵽ㛛の↓ືຊ化

㗰〇䝇ライド䝀ート 䝇䝔ン䝺䝇〇
フラップ䝀ート

高⪏ஂᛶᮦᩱによるᨵ⠏

◁防設ഛの水通し㒊をᙎᛶᯈで⿕そ

᪂ᢏ⾡の
㛤Ⓨ・ᬑཬ等 ᪂ᢏ⾡のᛶ⬟ᇶ‽

を設ᐃ・ᐃ量化
䠄䜹タ䝻䜾化䠅

䝰デル箇所等に
よる᳨ド

ᇶ‽㢮の
ぢ┤し

関ಀᶵ関による
情報共᭷㆟等

現ሙᐇ

マ䝇プ䝻䝎䜽䝒ᆺの水ᶵሙ
䕔 㛗ᛶのᑟධ
一ရ・≉ὀ⏕⏘
䝫ンプ㓄⨨のイメージ

ᑠཱྀ化・つ᱁化

・వຊなし ・1台分のవ⿱を☜ಖ

5m3/s×2台

ྜィ 10m3/s

䕔 ㌴୧用䜶ンジン(マ䝇プ䝻䝎䜽䝒)のᑟධ

䝫ンプ㥑ື用䜶ンジン(≉ὀ) ㌴୧用䜶ンジン䠄量⏘ရ䠅

䠬䠬

䜶ンジンの
マ䝇プ䝻䝎䜽䝒化

効ᯝ 䠖ᨾ㞀時の䝸䝇䜽分ᩓ、メン䝔䝘ン䝇ᛶのྥୖ、䝁䝇ト⦰ῶ 等

䠬䠬 䠬 䠬 䠬 䠬

䠬䠬 䠬 䠬 䠬

䝫ンプ㓄⨨のイメージ

1m3/s×10台䠇1

ྜィ 10m3/s䠇1

#�

䠎䠈䠍３３൨
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下水道事業における創エネ・省エネの推進
４．カーボンニュートラルの推進［１／２］

○ 下水道事業のグリーン化を推進するため、技術開発からアドバイザー派遣制度による案件発掘・形成、創エネ
・省エネ事業の施設整備までを、一体的に支援することにより、下水道事業の脱炭素化を加速。

下水道脱炭素化推進事業

下水汚泥や地域バイオマスを活用した創エネ事業等の実施可能性
のある地方公共団体に専門家等を派遣し、案件発掘

アドバイザー派遣制度（行政部費）

実現可能性調査支援（交付金、下水道事業調査費等）

地方公共団体のFSを支援し、案件形成を促進

案件
発掘

案件
形成

施設
整備

○バイオマス資源としての下水汚泥の

有効活用による創エネの取組推進

による、カーボンニュートラルに対す

る更なる貢献への期待

○グリーン社会の実現に向けて、下水

道インフラの電力使用量や温室効

果ガス排出量削減の更なる推進が

必要

背景・課題

○下水道脱炭素化推進事業の創設

アドバイザー派遣制度による案件

発掘から、事業の導入可能性調査を

含む案件形成、創エネ・省エネ施設整

備までを一体的に支援するパッケージ

型支援制度により、下水道事業の脱

炭素化を集中的に推進

内 容

技術
開発

下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）

革新的な創エネ・省エネ技術の現地実証を支援

#&

高効率消化タンク
固形燃料化施設

高効率発電機 燃料貯留施設

バイオガス発電 固形燃料化

高効率散気装置の採用

ICT・AIを活用した高度な水処理

バイオガス

固形燃料

下水道事業の脱炭素化を加速

創エネ・省エネ事業の実施

#&

新規
事項

３７億円

䝎䝮におけるᮍ用の水力エネル䜼ーの活用推進
４．カーボンニュートラルの推進［２／２］

䠘新規制度䠚

䝎䝮のἙᕝ⥔ᣢᨺὶ等を活用した⟶⌮用水力発電の導入
⟶⌮用水力発電機の導入事

○ #"/"ᖺカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、⏕可能エネル䜼ーの活用を一ᒙ促進するた
め、᭱新のẼ㇟ண 技術を活用した䝎䝮の㐠用ᨵၿを推進するとと䜒に、䝎䝮のἙᕝ⥔ᣢᨺὶ等を活用し
た⟶⌮用水力発電の導入によりᮍ用の水力エネル䜼ーの活用を推進

水ᨺὶ設備

⮬家用発電ᡤ

発電設備

※発電所内

発電後の放水口

⟶⌮用水力発電の導入・更新の、水⪅㈇ᢸを↓䛟し、
㢠ᅜ費㈇ᢸとするண⟬制度を新たに創設。

᭱新のẼ㇟ண 技術を活用した䝎䝮の㐠用ᨵၿ

᭱新のẼ㇟ண を活用して䝎䝮の貯水を㐠用することで、ᮍ用の水力エネル䜼ーの活用を推進する。
（）

䚽ከ┠的䝎䝮に貯ま䛳たὥ水をḟのྎ㢼等に備䛘て水ప下䛥䛫る㝿に、ὥ水対ᛂに支㞀のな䛔⠊ᅖで可能な㝈り発電に活用しながらᨺὶ。

䈜㏻ᖖ䛿速やかに䝎䝮の水を下䛢るためにὥ水ྤ䛝䝀ートからᨺὶするが、㞵がண 䛥䜜な䛔ሙྜ䛿発電しながら発電用のᨺὶ⟶から⦆やかにᨺὶ。

䚽䝎䝮下ὶのἙᕝ⎔ቃの整備とಖ、␗ᖖῬ水のὶ量の⿵⤥等を┠的に、㠀ὥ水期に䝎䝮のὥ水調⠇容量内に一的に貯留し、ᨺὶに

発電に䜒活用。 䈜㞵がண 䛥䜜たሙྜ䛿、速やかに䝎䝮の水をప下。

⏕エネル䜼ーの活用推進のほⅬから、᪤Ꮡ䝎䝮のἙᕝ⥔
ᣢᨺὶ等を活用して䝎䝮の⟶⌮用の水力発電を行䛖こと䛿有
効であり、脱炭素社会の実現に向けて、⟶⌮用水力発電の導
入の加速が必要。

⟶⌮用水力発電の導入に䛿、水⪅の㈇ᢸ金をồめてお
り、水⪅の⌮ゎをᚓるのに㛫を要して䛔る。

䠘現≧の課題䠚

※河川維持放流等

#�

新規
事項

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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汚水処理の未普及地域への下水道整備加速化と持続性の向上

○ 令和&年度までに汚水処理施設の概成を達成するため、下水道の未普及対策にかかる交付金制度を拡充し、
概成に向けた整備を加速化。

○ 人口減少等に伴う厳しい経営環境、執行体制の脆弱化、施設の老朽化等の課題に対応し、下水道事業の持
続性を向上させるため、広域化・共同化の推進に係る支援制度を拡充。

○汚水処理施設の概成（R8年度末時点で汚水処理人口普及

率95％）に向け、残り５年間で更なる加速化が必要

○持続可能な事業運営の観点から、R４年度末までに各都道府

県が広域化・共同化計画を策定し、取組みを推進することと

されているものの、行政界・事業間を越える広域化・共同化

の推進に向けて、さらなる支援が必要

背景・課題

○下水道整備推進重点化事業の拡充

1 汚水処理施設の概成に向けて、より実現可能性の高いア
クションプランの見直しなどを行った市町村への交付対象

を拡充し、汚水処理の概成を加速

○下水道広域化推進総合事業の拡充

1 下水道以外の汚水処理施設と共同で汚水処理を実施する
場合の交付要件を緩和し、さらなる広域化・共同化を促進

内 容 下水道広域化推進総合事業の拡充イメージ

下水道以外の事業の処理人口や処理水量が多い場合でも、
下水道が核となる場合には、共同で汚水・汚泥処理するために
必要な施設整備等を交付対象とする

下水道整備推進重点化事業の拡充イメージ

/"

="

$"

2"

'"

&""

0#2 0#' 0!" 1& 1# 1! 1% 1/ 1= 1$ 12
下水道 その他汚水処理

アクションプランの見直しと
交付対象の拡充による

概成に向けた整備の加速化
下水道区域の
見直しなど

５．公衆衛生の強化等のための下水道の持続性向上

その他の
汚水処理施設

下水道区域

Ｔ

共同汚泥
処理施設

Ｔ

その他の
汚水処理施設

Ｔ

$'

新規
事項

２１億円

䠒. 行政経㈝

○ 水ᐖ・ᅵ◁⅏ᐖ等からᅜẸの⏕と㈈⏘をᏲるため、㜵⅏・減⅏対策に㈨する取組等を推進する。

䛆背景・課題䛇

・ᅜᅵ交㏻┬とᯘ㔝ᗇが㐃ᦠしてὶ域に䛚けるὶᮌ対策をㅮ䛨るため、
ὶᮌⓎ⏕䝫䝔ンシ䝱䝹ㄪᰝのㄪᰝᡭἲの共㏻化をᅗる必要が䛒る。

・ಶูのಖ対象に対して⿕ᐖ定・施設㓄⨨を実施しているが、ὶ
域に䛚けるᅵ◁・ὥ水ỏ℃に伴うὶᮌ対策が必要。

・ᤕᤊしたὶᮌの䝞イ䜸䝬䝇Ⓨ㟁⏝⇞ᩱ等としての᭷ຠά⏝をྵ䜐処
理᪉ἲが☜❧していない。

䛆取組内容䛇

・��※のά⏝事や᭱新のὶᮌᤕᤊ施設の設計・設⨨事、ὶᮌ処

理事の㞟等を行うとともに、ㄪᰝ計画策定ᡭἲや施設設計ᡭ
ἲ、ὶᮌ処理᪉ἲの᳨ウを行う。

䛆取組内容䛇

・Ẹ間人ᮦがTEC-FORCEのάື支援に必要となるᢏ⾡等を⩦ᚓで䛝
るよう、人ᮦ⫱成プ䝻䜾ラ䝮を画❧・実施するとともに、Ẹ間人ᮦ
と���������が༠ാで⿕⅏≧ἣㄪᰝ等を行う組みをᵓ⠏する。

䛆背景・課題䛇

・༡ᾏ䝖ラ䝣地㟈等の規ᶍ⮬↛⅏ᐖに対し、ᡤ⟶施設の点᳨・応ᛴ
対応を進め䛴䛴⿕⅏⮬体を支援するには、TEC-FORCEの現᭷ໃ
ຊをቑᙉする必要が䛒る。
・地᪉බ共ᅋ体のᅵᮌ⣔⫋ဨが少ないことに加え、⮬体༢では
⅏ᐖを経㦂するᶵは少な䛟、市町村では⅏ᐖ対応能ຊの弱体化
がᠱᛕされる。

・Ẹ間の人ᮦに対し、TEC-FORCEのάື支援に必要なᢏ⾡や▱㆑を⩦ᚓで䛝る
人ᮦ⫱成プ䝻䜾ラ䝮を画❧・実施。
・Ẹ間人ᮦが���#��1��に同行し、⿕⅏≧ἣㄪᰝ等を実施。

※���������（1"!$(%! &�2'"*#"(!,�3)(+*)&�45632）䠖⥭ᛴ⅏ᐖ対策ὴ㐵㝲

⿕⅏地᪉බ共ᅋ体での⅏ᐖ応ᛴ対応が円に進み、
⿕⅏地の᪩ᛴなᪧ・⯆が実現可能となる。

ὶ域水に䛚けるὶ域ὶᮌ対策ㄪᰝ計画策定・設計
䝬䝙䝳ア䝹等᳨ウ経㈝

TEC-FORCE の体制ᙉ化のためのẸ間人ᮦの⫱成・☜ಖ）
※

）


�※等によるὶᮌሗᢕᥱ ὶᮌᤕᤊຠᯝの高い◁㜵ሖሐ

※䝺ー䝄ープ䝻䝣䜯イラ

（上✵から䝺ー䝄ーを↷ᑕ
し、地ᙧ等を 定）

ᅵ▼ὶ及䜃ᅵ◁・ὥ水ỏ℃に伴うὶᮌ⅏ᐖの㜵Ṇ・㍍減が
ᅗられるとともに、2050年䜹ー䝪ン䝙䝳ー䝖ラ䝹の政府┠ᶆ
達成に㈨する。

・ὶ域ὶᮌ対策ㄪᰝ計画策定䝬䝙䝳ア䝹、施設設計䝬䝙䝳ア䝹、ὶᮌ処理᪉ἲ䜺イ
䝗ラインのస成。

（イメージ）

$	

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行



19

７．独立行政法人水資源機構

○独立行政法人水資源機構は、水資源開発水系として指定されている７水系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、
吉野川、筑後川）において、ダム、用水路等の建設及び管理等を行っている。これら建設事業及び管理業務に対
し、国は交付金、補助金を交付するとともに、建設事業に対し財政投融資による資金供給を行う。

区 分
４年度
（Ａ）

前年度
（Ｂ）

倍 率
（Ａ／Ｂ）

建設事業及び
管理業務

//<%&% %=<&/! &8#"

区 分
４年度
（Ａ）

前年度
（Ｂ）

倍 率
（Ａ／Ｂ）

建 設 事 業 &</"" &<""" &8/"

水資源機構の業務
（国土交通省所管事業のほか、厚生労働省、農林水産省、経済産業省所管事業-※,を実施）

○令和４年度独立行政法人水資源機構予算総括表
（単位：百万円）

○令和４年度独立行政法人水資源機構財政投融資計画総括表
（単位：百万円）

国土交通省所管事業のほか、左記!省所管事業-※,の予算を含む。

上記のほか、財投機関債$"億円（前年度/"億円）がある。

$#

ὶᇦ水のᮏ᱁ⓗ実㊶にྥ䛡䛯施⟇のయീ

ᲲᲨ්؏൦ƷஜႎܱោƴӼƚƨሊƷμ˳ᲩȭȸȉȞȃȗ᳕ᲫᲩᲬ᳗

気候変動の
影響評価と
計画見直し
河川整備基本方針等
の計画見直し、気候
変動の影響評価 等

予防保全への転換
戦略的維持管理
予防保全段階にある河川
管理施設、下水道施設等の

老朽化対策 等

流域治水の本格的実践
事前防災対策を基本とした水害対策の推進、
流域治水関連法の活用促進、水災害ハザー
ドエリアにおける土地利用・住まい方の工
夫、利水ダム等の事前放流の推進、流域流

木対策の推進 等

グリーンインフラの活用
流域治水プロジェクトにおける
グリーンインフラの取組の推進 等

カーボンニュートラル
の推進

安全・安心な国土づくり

リスクコミュニケーション
浸水想定区域図・ハザードマップの空白域解消、水害
リスクマップ整備、デジタル技術による避難支援 等

国際展開
インフラ海外展開、防災の主流化、アジア・太平洋水サミット等での発信

整備・管理DX
三次元点群データを活用した三次元河川管内図の
整備、UAV等を活用した施設巡視・点検 等

流域治水DX
洪水予測の高度化、ダム運用の高度化、
デジタル技術を活用した災害対応の強化 等

緩和策 適応策
流域治水の推進 持続可能なインフラ管理

気候
変動
への
対応

下水道施設における創エネ・省エネ
推進、ダムにおける未利用水力エネ

ルギーの活用推進 等

グリーン社会の実現

DXによる取組の
高度化・効率化

$$
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主な取組のロードマップ
８．流域治水の本格的実践に向けた施策の全体像／ロードマップ［２／２］

グ
リ
�
ン

流
域
治
水

イ
ン
フ

ラ
管
理

D
X

主な施策 主な代表的指標※ 目指すべき姿

・浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消
・水害リスクマップの整備
・デジタル技術による避難支援

○気候変動の影響評価と計画見直し
・河川整備基本方針等の計画見直し
・気候変動の影響評価

○流域治水の本格的実践
・事前防災対策を基本とした水害対策の推進
・流域治水プロジェクトの二級水系への拡大
・特定都市河川の指定等流域治水関連法の活用促進
・水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・利水ダム等の事前放流の推進
・林野庁との連携による流域流木対策の推進

○リスクコミュニケーション

○予防保全への転換、戦略的維持管理
・予防保全段階にある河川管理施設等の老朽化対策
・下水道施設の老朽化対策

○整備・管理DX
・三次元点群データを活用した三次元河川管内図の整備
・UAV等を活用した施設巡視・点検

○カーボンニュートラルの推進
・下水道施設における創エネ・省エネの推進
・ダムにおける未利用水力エネルギーの活用推進

○グリーンインフラの活用
・流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組
の推進

等

等

等

等

○流域治水DX
・洪水予測の高度化
・ダム運用の高度化
・デジタル技術を活用した災害対応の強化

・河川︓予防保全の考え方に基づく内水排除施設等の長寿命化対策実施率
（R元:0％→R7:100％）

・計画的な点検調査に基づく下水道管路の老朽化対策を完了した延長の割合
（R元:0％→R7:100％）

・三次元河川管内図の整備率（R元:17％→R7:100％）
・UAV等を活用した砂防関係施設の点検を実施した事業の割合（R2:約47％
→R7:100％）

・気候変動の影響を考慮した河川整備計画の策定数（R2:0→R7:20）
・気候変動影響を防護目標に取り込んだ海岸の数（ R元:0→R7:39 ）

・下水道分野における温室効果ガス排出削減量（H29:210万t→R7:352万t）
・貯留した洪水を放流する際の工夫による水力発電促進の取組開始（R3～）

・全国109水系においてグリーンインフラの取組を反映した流域治水プロ
ジェクトを改定（R3）

・最大クラスの洪水・高潮・内水に対し浸水想定範囲等を指定・周知している
一・二級河川数・海岸数・団体数（【洪水】R2:2027→R7:約17000、
【高潮】R2:5→R7:39(全海岸)、【内水】R元:15→R7:800）
・全国109水系において外水氾濫を対象に水害リスクマップを作成完了（R4）
・民間企業と連携し開発するデジタル・マイ・タイムラインを全国展開(R5~)

※第5次社会資本重点整備計画で設定されているKPI等を基に記載

・一級水系における水系・流域が一体となった洪水予測の推進（R3:0%→
R7:100%）

・一・二級水系の利水ダムにおける情報網整備率（R元:18％→R7:100％）
・オンラインでの被災状況の集約・共有を可能とする「TECアプリ」の本運
用（R5）

・戦後最大洪水等に対応した河川の整備率（【一級】R元:65％→R7:73％、
【二級】R元:62％→R7:71％ ）

・流域治水プロジェクトを策定した水系数（R元:0→R7:約550）
・特定都市河川の指定数（R4:100河川程度）
・雨水貯留浸透施設の設置等流域治水として流域対策に取り組む市町村数
（R元:536→R7:約900）

・事前放流の実施体制が整った水系の割合（R3:100%）
・直轄砂防事業を実施する全水系・山系のうち、流木対策が必要な35箇所にお
いて流木の発生抑制や捕捉・処理に関する流域流木対策計画を策定 （R8）

・21世紀末の未来に備える
ため、気候変動に対応し
た水災害対策へ転換

・事前防災対策を基本とし、
あらゆる関係者により流
域全体で行う「流域治
水」の本格的実践

・水災害リスクを踏まえた
まちづくり・住まいづく
りへの転換

・インフラ老朽化対策等によ
る持続可能なインフラメン
テナンスサイクルの実現

・カーボンニュートラル社会
の実現に向けた再生可能エ
ネルギーの最大限の導入

・データとデジタル技術を
駆使した社会資本や公共
サービスへの変革

・自然環境の機能を生かし持続
可能で魅力ある地域づくり

等

等

等

等
$,

ཧ⪃

○近年の世界各国における水災害の発生状況

○令和3年7月1日からの大雨による被害状況

○TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の概要

○防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 概要

○治水ダムの建設や利水ダムも含めた既設ダムの徹底活用を図るためのダム再生のより一層の推進

○河川事業における事前防災対策や再度災害防止対策のより一層の推進

○地方債に関する拡充・延長要望について

○防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例

○特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和3年法律第31号）

○流域治水推進行動計画

○水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン

○水分野に関する本邦技術の海外展開の推進

○政府方針、予算推移等
-政府方針での位置付け
-令和４年度 水管理・国土保全局関係予算概算要求総括表
-公共事業関係費（政府全体）の推移
-水管理・国土保全局関係予算の推移

䞉䞉䞉 P.36

䞉䞉䞉 P.37

䞉䞉䞉 P.38

䞉䞉䞉 P.39

䞉䞉䞉 P.43

䞉䞉䞉 P.44

䞉䞉䞉 P.45

䞉䞉䞉 P.46

䞉䞉䞉 P.49

䞉䞉䞉 P.50

䞉䞉䞉 P.51

䞉䞉䞉 P.53

䞉䞉䞉 P.54
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【参考】近年の世界各国における水災害の発生状況

#'(*年における自然災害による経済損失9=!) （参考）#'(&年における自然災害による経済損失9=!)

ベネチア（"5!6年!!月）
大雨と記録的高潮が続き、
ベネチアの&'％が浸水。
死者&人。

タイ（&"!!年%月7!&月）
タイ北中部において継続的な降雨によ
り洪水被害が発生。%月下旬以降死者
$!*人。日系企業にも大きな影響。

フィリピン

（&"!+年!!月）
フィリピン中部に台風「LCBICA（ハイエン）」 が
上陸。死者・行方不明者が合計約)#'""人。
住宅被害は約!!'万戸に及んだ。

アメリカ（ &"!&年!"月）
#*日#'時頃、ハリケーン「サン
ディ」が米国ニュージャージー州
に上陸。米国等で死者!')人、
$""万世帯に及ぶ大規模な
停電が発生。

インド（&"!$年$月7!"月）
モンスーンの大雨によりケララ州の
広範囲で(*#,年以来の大規模洪水
が発生。主要ダムは放流を迫られ
た。死者'!)人。

ドイツ（&"&!年)月） アメリカ（&"!)年$月7%月）
8月25日、ハリケーン「ハービー」が
テキサス州に上陸。米国等で死者
107人。
経済被害額約 14兆円。
9月10日にはハリケーン「イルマ」
がフロリダ半島南部に上陸。
死者134人。

プエルトリコ（&"!)年%月）
米自治領プエルトリコがハリケーン
「マリア」に襲われ、壊滅的被害を
受けた。死者&#%)*人。

中国（&"&!年)月）

ラインラント・プファルツ州等で住
宅倒壊を伴う洪水が発生。死者
!$%人、行方不明者!.人。

河南省で「('''年に(度」とされる豪雨
による洪水が発生。死者+"&人、行方不
明者*"人。

インド（&"&!年)月）

インド西部で発生したモンスーンの大雨
により洪水、地滑りが発生。死者&!+人、
行方不明者$人。

○ 近年、世界各国においても水害が激甚化している中、日本においては、２０１９年に発生した台風１９号
及び１５号による経済損失がその年の世界の経済損失における１位、２位を記録。

＜近年の自然災害による経済損失ランキング＞
経済損失 経済損失

$-

!"#$%&'()*+,-.(/+*0#.12#&&3(4,-5#.(6#7.12#&&3(4,-5#.
写真：新華社1アフロ

写真：891アフロ

【参考】௧䠏年䠓月1日䛛らの大雨における被害状況

○%月上旬䛛ら中旬に䛛けてᱵ雨๓⥺が日本近に停し、各地で大雨とな䛳た。%月(日䛛ら$日は、㟼ᒸ┴の」ᩘの地Ⅼで%#時㛫降水㔞がほ 
ྐ上１位の್を᭦᪂䛩るな䛹、ᮾᾏ地方䜔㛵ᮾ地方南部を中ᚰに大雨とな䛳た。%月%日䛛ら&日は、中国地方を中ᚰに日降水㔞が$''䝭リを㉸䛘
る大雨とな䛳た。%月*日䛛ら('日は、㮵ඣ島┴を中ᚰに⥲雨㔞が)''䝭リを㉸䛘る大雨とな䛳た。%月(#日は、(時㛫降水㔞がほ ྐ上(位の್を
᭦᪂䛩るな䛹、島᰿┴䜔㫽ྲྀ┴を中ᚰに大雨とな䛳た。

䚽死者##ྡ、行方不明者-ྡ、住ᐙの被害#�)-)Ჷの甚大な被害が広範囲で発生ͤ(。
䚽ᅵ◁災害発生௳ᩘ#-%௳（ᅵ▼流等䠖#&௳、地䛩䜉り䠖&௳、がけᔂれ䠖#$(௳）ͤ#。≉に㟼ᒸ┴⇕ᾏᕷఀ㇋ᒣの㐂ึᕝで発生した大規模なᅵ▼流
により、人的被害、住ᐙ被害等のᴟ䜑て甚大な被害が発生。

䚽#*水系 -'河ᕝでỏ℃䜔河ᓊ㣗等による被害が発生ͤ#。
䚽高㏿㐨㊰等(#㊰⥺(#༊㛫、┤㎄国㐨-㊰⥺*༊㛫、㒔㐨ᗓ┴等⟶⌮㐨㊰-,༊㛫で被災が発生ͤ#。

䈜1 ᾘ㜵ᗇ「௧䠏年䠓月1日䛛らの大雨による被害及びᾘ㜵ᶵ㛵等のᑐᛂ状況（➨31ሗ）」（௧3年7月29日）
䈜2 ௧3年8月6日時Ⅼ

土石流による被害
（静岡県熱海市）

港湾への土砂流入
（静岡県熱海港伊豆山地区）

逢初川上流の崩壊源頭部
（静岡県熱海市伊豆山逢初川）

ᥦ౪䠖アジア⯟ �ᰴ�・ᮅ日⯟ὒ�ᰴ�

逗子ICにおけるのり面崩落
（神奈川県逗子市）

地すべりによる被害
（長野県長野市）

沼田川水系天井川の堤防決壊
（広島県三原市）

本川水系本川からの氾濫
（広島県竹原市）

黄瀬川大橋の被害状況
（静岡県沼津市）

$%
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【参考】 TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の概要

＜ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ※による災害対応＞
○大規模自然災害への備えとして、迅速に地方公共団体等への支援が行えるよう、平成20年4月にTEC-FORCEを創設し、本省災害対策本部長等の
指揮命令のもと、全国の地方整備局等の職員が活動。

○TEC-FORCEは、大規模な自然災害等に際し、被災自治体が行う被災状況の把握、被害の拡大の防止、被災地の早期復旧等に対する技術的な支
援を円滑かつ迅速に実施。

○南海トラフ巨大地震や首都直下地震をはじめ、大規模自然災害の発生が懸念されている中、令和3年4月には隊員数を約15,000人に増強（創設当
初約2,500人）。ドローン等のICT技術の活用や、排水ポンプ車等の資機材の増強など、体制・機能を拡充・強化。

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動内容ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動内容

※4>3?@A13>（7BCDEFCGHI8.BJKBECLI9MENJMHI:;<98）：緊急災害対策派遣隊

災害対策用ヘリコプターによる被災状況調査

災害対策用ヘリコプター
「ほくりく号」

「ほくりく号」による千曲川上空の浸水調査

【 令和元年 東日本台風】
（長野県長野市上空）

【 平成27年口永良部島の火山活動 】
（鹿児島県屋久島町）

【令和2年7月豪雨 】
（熊本県錦町）

市町村へのリエゾン派遣

被災状況の把握Ku-SAT※による監視体制強化 自治体への技術的助言

排水ポンプ車による緊急排水捜索活動への技術的助言

【 令和3年7月1日からの大雨 】
（静岡県熱海市）

※Ku-SAT：衛星小型画像伝送装置

【 平成30年7月豪雨】
（岡山県倉敷市真備町）

【 平成28年 熊本地震 】
（熊本県南阿蘇村）

【 令和元年8月の前線に伴う大雨】
（佐賀県大町町）

（イメージ）

$&
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※

113の災害に派遣※

※ 派遣回数については、リエゾン・JETTのみの派遣は除く。

防災・ῶ災、国ᅵ強㠎化の䛯めの䠑か年ຍ速化対策 概要
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

国ᅵ強㠎化のྲྀ⤌をຍ速化・῝化する䛯め、水⟶⌮・国ᅵಖ全局䛷はᡤ⟶ศ野を対㇟に、令和䠏年ᗘから令和䠓
年ᗘ䜎䛷の䠑か年䛷㔜Ⅼ的・㞟中的に対策をㅮ䛪る。

䕔ὶᇦ治水対策（Ἑ川・◁防・海ᓊ・下水㐨）

Ẽೃኚ動のᙳ㡪による災害の⃭⏒化・㢖発化に対応する䛯め、䛒ら䜖る㛵ಀ⪅が༠ാして
ྲྀり⤌䜐「ὶᇦ治水」の考え方にᇶ䛵䛝、䝝ード・䝋フト୍体とな䛳䛯前防災対策をຍ速化。 䕔Ἑ川、◁防、海ᓊศ野に䛚䛡る施設⥔ᣢ⟶⌮、᧯సの㧗ᗘ

化対策

㐺ษな施設⥔ᣢ⟶⌮や施設᧯సの㧗ᗘ化の䛯め、排水機
ሙ等の㐲㝸化や、䠏ḟ元䝕ータ等の䝕ジタ䝹技術を活用し䛯
⥔ᣢ⟶⌮・施ᕤのຠ⋡化・省ຊ化をᅗる。

䕔下水㐨施設の地震対策

大規模地震の発生リ䝇䜽が
㧗䜎る中䛷、公⾗衛生の強化
等の䛯め、下水㐨⟶㊰や下水
ฎ⌮ሙ等の⪏震化を実施。

䕔Ἑ川、◁防、海ᓊศ野に䛚䛡る防災ሗ等の㧗ᗘ化対策

ఫẸの㑊㞴行動等を支援する䛯め、㝆雨ண の⢭ᗘྥ上を
㋃䜎え、Ἑ川・䝎䝮のㅖ㔞䝕ータの㞟約化や䝎䝮やἙ川等と
の䝛䝑ト䝽ー䜽化をᅗるとともに、水害リ䝇䜽ሗの充実やศ
かりやすいሗ発ಙ、迅速な被災状況把握等を行う䛯めの䝅
䝇䝔䝮強化等を実施。

対策前 対策後

ᖖὶ水のᙳ㡪によるᦶ⪖の㐍行 㧗⪏久ᛶ材ᩱを活用し䛯ᨵ⠏

㐲㝸監視・᧯స化により、緊急に䛚いても排水సᴗがྍ能
（排水機ሙの㐲㝸化イメージ）

䝝ード・䝋フト୍体とな䛳䛯対策を᥎㐍

ฎ⌮ሙࡢ⪏㟈

（㌣య⿵ᙉ）

䠍 ⃭⏒化する風水害やษ㏕する大規模地震への対策

䠎 ண防ಖ全型インフラメン䝔䝘ン䝇への㌿にྥ䛡䛯⪁ᮙ化対策

䕔Ἑ川・䝎䝮・◁防・海ᓊ・下水㐨施設の⪁ᮙ化・長ᑑ命化等対策
早期に対策がᚲ要な施設のಟ⧋・᭦᪂を㞟中的に実施し、ண防ಖ全型のインフラメン䝔䝘ン䝇への㌿をᅗる。

䠏 国ᅵ強㠎化に㛵する施策をຠ⋡的に㐍める䛯め
の䝕ジタ䝹化等の᥎㐍

水䝎䝮の䝛䝑ト䝽ー䜽化により、
ὶฟධ㔞をリ䜰䝹タイ䝮に把握⪁ᮙ化し䛯ポンプ設備のಟ⧋・᭦᪂により、災害のリ䝇䜽を㍍ῶ

対策前 対策後

$�
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防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標（１／３）
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対応する国土強靱化の取組を加速化・深化させるため、
令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業を重点的・集中的に実施。

１ 激甚化する風水
害や切迫する大規模
地震等への対策

流域治水対策
（河川）

気候変動による影響を踏まえた、河川における
河道掘削、堤防整備、堤防強化、耐震対策、ダ
ム・遊水地の整備等を実施する。

関係者と協働し、ハード・ソフト一体となり、戦後
最大洪水や近年災害の洪水等に対応する事
前防災対策を推進し、浸水被害を軽減する。

令和!#年度頃 → 令和#$年度頃

流域治水対策
（下水道）

浸水被害の防止・軽減のための雨水排水施設な
ど下水道による都市浸水対策を実施する。

雨水排水施設等の整備により、近年浸水実績
がある地区等において、再度災害を防止・軽減
する。

令和#%年度→ 令和##年度

流域治水対策
（砂防）

地域の社会・経済活動を支える基礎的インフラを
保全する土砂災害対策を実施する。

地域の社会・経済活動を支える基礎的インフラ
の保全対策を完了することで、土砂災害が社
会・経済活動に与える影響を最小化し、国土強
靱化を図る。

令和!#年度→令和#$年度

流域治水対策
（海岸）

気候変動による海面水位の上昇等が懸念される
中、巨大地震による津波や東京湾をはじめとす
るゼロメートル地帯の高潮等に対し沿岸域にお
ける安全性向上を図る津波・高潮対策を実施す
る。

災害リスクの高い地域等における津波・高潮対
策の実施により、沿岸域の安全・安心を確保す
る。

令和!#年度→令和##年度

下水道施設の
地震対策

下水道管路の耐震化や下水処理場等における
躯体補強など下水道施設の耐震化を実施する。

耐震化により、防災拠点や感染症対策病院等
の重要施設に係る下水道管路や下水処理場
等において、感染症の蔓延を防ぐために下水
の溢水リスクを低減する。

令和!#年度 → 令和##年度

対策名 対策の内容 中長期の目標
本対策による

達成年次の前倒し

,'

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標（䠎／３）
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

䠎 ண防保全ᆺインフ
ラメン䝔䝘ンスへの
㌿に向けた⪁ᮙ化
対策

河川管理施設
の⪁ᮙ化対策

⪁ᮙ化した河川管理施設のಟ⧋・᭦᪂を実施す
る。

ண防保全ᆺ⥔ᣢ管理に向け、⪁ᮙ化した河川
管理施設をゎᾘする。

本対策により、推進ྍ⬟となる。

河川管理施設
の高度化・ຠ
⋡化対策

河川管理施設の↓動ຊ化・㐲㝸᧯స化を実施す
る。

⪁ᮙ化した小規模なᵽ㛛等の↓動ຊ化を完了
する。

本対策により、推進ྍ⬟となる。

ダム管理施設
の⪁ᮙ化対策

⪁ᮙ化したダム管理施設のಟ⧋・᭦᪂を実施す
る。

⪁ᮙ化したダム管理施設のಟ⧋・᭦᪂を⾜䛖こ
とで、㐺切なメン䝔䝘ンス䝃イクルをᵓ⠏し、ダ
ム下流地域の安全・安心にᐤ与する。

本対策により、推進ྍ⬟となる。

ダム管理施設
のሁ砂対策

洪水ㄪ⠇容㔞内にሁ✚した土砂等の᧔ཤを実
施する。

洪水ㄪ⠇容㔞内にሁ✚した土砂等の᧔ཤによ
りダムの㈓水⬟ຊを向上させ、ダム下流の河
川ỏ℃による被害を減ᑡさせる。

また、ሁ砂対策の実施によりダムへの土砂流
ධを低減することで、ダム下流の河川ỏ℃によ
る被害を減ᑡさせる。

本対策により、推進ྍ⬟となる。

砂防関係施設
の長ᑑ化対
策

長ᑑ化ィ⏬に基䛵䛝砂防関係施設のಟ⧋・ᨵ
⠏等を実施する。

全度ホ౯において要対策とุᐃされた砂防
関係施設に䛴いて、ಟ⧋・ᨵ⠏等を完了するこ
とにより、ᙜヱ施設に期ᚅされるᶵ⬟が⥔ᣢ・
確保され、下流域の安全性をᣢ⥆的に確保す
る。

本対策により、推進ྍ⬟となる。

海岸保全施設
の⪁ᮙ化対策

事後保全ẁ㝵の海岸堤防等において、海岸保全
施設のᶵ⬟のᅇを図り、ಟ⧋・᭦᪂を実施す
る。

事後保全ẁ㝵の海岸保全施設のಟ⧋・᭦᪂を
完了させ、ᙜヱ施設に期ᚅされるᶵ⬟が⥔ᣢ・
確保され、沿岸域の安全性をᣢ⥆的に確保す
る。

本対策により、推進ྍ⬟となる。

下水道施設の
⪁ᮙ化対策

下水道管路のᨵ⠏・ಟ⧋を実施する。 ⪁ᮙ化した下水道管路を㐺切に⥔ᣢ管理・᭦
᪂することで、管路◚ᦆ等による道路㝗ἐ事ᨾ
等の発⏕を防止する。

令和䠔年度 → 令和７年度

対策の内容 中長期の目標
本対策による

達成年次の前倒し
対策名

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対応する国土強靱化の取組を加速化・深化させるため、
令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業を重点的・集中的に実施。

,	
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防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標（３／３）
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

３ 国土強靱化に関
する施策を効率的に
進めるためのデジタ
ル化等の推進

河川、砂防、海
岸分野におけ
る施設維持管
理、操作の高
度化対策

排水機場等の遠隔化や、３次元データ等のデジ
タル技術を活用した維持管理・施工の効率化・省
力化を図る。

排水機場、水門、樋門・樋管（無動力化の対象
を除く）約!<"""施設（うち排水機場は%""施設）
の遠隔操作化を完了する。

本対策により、推進可能となる。

河川、砂防、海
岸分野におけ
る防災情報等
の高度化対策

降雨予測の精度向上を踏まえ、河川・ダムの諸
量データの集約化・ネットワーク化を図るとともに、
川の防災情報等によるリアルタイム情報の充実
等を実施する。また、災害時の迅速な被災状況
把握及び災害対応の強化のための情報共有シ
ステムの強化等を行う。

１級水系および２級水系の利水ダムについて、
河川管理者とダム管理者との間の情報網整備
を進めることにより、水系におけるより効果的な
事前放流の実施やダムの貯水位に応じた避難
行動の的確な準備を可能とする。また、これま
で把握されていなかったその他河川における
災害リスク情報を明らかにすることで、住民の
適切な避難行動を確保する。

本対策により、推進可能となる。

対策の内容 中長期の目標
本対策による

達成年次の前倒し
対策名

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対応する国土強靱化の取組を加速化・深化させるため、
令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業を重点的・集中的に実施。

,#

,�

䛆ཧ⪃䛇水ダムのᘓ設や利水ダムもྵめた᪤設ダムのᚭᗏ活用を図るためのダム⏕のより୍ᒙの推進

ᗄู川⥲ྜ㛤発（）

䛆R3年度完成䛇
Ἃ流川⥲ྜ㛤発（ᖹ取ダム）

雨❳川ダム（）

㫽海ダム 㬆℩川⥲ྜ㛤発（）

成℩ダム

利㈡ダム

㟘䞄ᾆᑟ水

ᛮ川㛤発

ኳ❳川ダム⦅（）
設ᴦダム

ᡞ川ダム

ᒣ㫽ᆏダム

川㎶川ダム䈜１

本明川ダム

䛆R4年度完成䛇
❧野ダム

ᇛཎ川ダム

⟃ᚋ川水系ダム⩌㐃ᦠ
୕ᓠ川⥲ྜ㛤発（）

⏫ダム等⦅（）

䛆R4年度完成䛇
川上ダム

▮作ダム（）

ᮌ᭮川水系㐃⤡ᑟ水㊰（᳨ド中）

上川上流ダム（）

䛆R4年度完成䛇
⸨ཎ・ዉⰋಛ⦅（）

ᒾ℩ダム（）

（）䠖ダム⏕

᪫川中上流ダム（）

䕿 気候変動のᙳ㡪により水害䛜頻発化・激甚化する中、ୗ流の河川ᨵಟをᚅつことなく上流でὥ水を貯␃すること䛜で䛝、ୗ流
ᇦの長い༊間に䜟たって水位をୗ䛢ること䛜で䛝るダムのᙺは┈䚻重要になっている。

䕿 令和３年度において国土㏻省ᡤ管のᘓ設ダム事業としては国で66事業を実施しており、うち29事業は᪤設ダムの有効活用
を図るダム⏕事業として実施中。

䕿 このうち、┤㎄・水㈨※機ᵓの事業として、令和3年度に2ダム、令和4年度に4ダム䛜完成予ᐃ。

┤㎄・水㈨※機ᵓ
事業実施中ダム

ᖹ取ダム（令和３年３᭶）

❧野ダム（令和３年１᭶）

⸨ཎダム（令和３年䠐᭶） ዉⰋಛダム（令和３年䠐᭶）᪂ᒣダム（）
㊊⩚川ダム

川上ダム（令和３年䠐᭶）

ᑠぢ野䚻ダム（）

᪩明ᾆダム（）

䛆R3年度完成䛇
ኳ䜿℩ダム（）

ኳ䜿℩ダム長Ᏻཱྀダムᨵ㐀（）

㢌❳川上流ダム（）

䈜１᪂たな流水ᆺダムとしてㄪᰝ・᳨ウ中

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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【参考】河川事業における事前防災対策や再度災害防止対策のより一層の推進

○ 気候変動に伴い、水害等の災害が激甚化・頻発化する中、全国どの地域でいつ発生してもおかしくないことから、達成すべき目
標等を明確にした中長期的な計画の下、関係者が一体となって事前防災を計画的に推進。

○ 平成３０年７月豪雨や、令和元年東日本台風をはじめとした近年の洪水により激甚な被害を受けた河川について、再度災害を
防止するための「緊急治水対策プロジェクト」に取り組んでいる。

<'(=(!'撮影

越流堤

排水門
荒川第二調節池

荒川第一調節池

荒川第三調節池

JR川越線

囲繞堤

荒川第二、三調節池の整備

大河津分水路の整備

小田川合流点付替え事業

,,

由良川（緊急対策特定区間）

加古川（緊急対策特定区間）

【参考】地᪉മに関するᣑ・ᘏ長せᮃについて ⥲ົ┬によるᥐ⨨

○ 国ẸのをᏲる防災・ῶ災対策、国ᅵᙉ㠎化を国・㒔㐨ᗓ┴・ᕷ⏫ᮧが一体となって進めていくためには、国
䛰けでなく、地᪉බඹᅋ体の計画的・⥅⥆的な対策の推進が㔜せ。一᪉で、近年の災害の激甚化により、地
᪉බඹᅋ体が⟶⌮する区間・タにおいても甚大な被害が発生しており、地᪉බඹᅋ体の㈇ᢸがቑ大。

○ このため、ಶู⿵ຓ事業、付㔠事業によるᨭ䛰けでなく、地᪉බඹᅋ体༢⊂事業に対してもᨭするた
め⥲ົ┬と㐃ᦠして地᪉㈈ᨻᥐ⨨をᣑしてきたとこ䜝。

○ �,年度せồでは⥲ົ┬に対して緊急ὼ 推進事業㈝に下水㐨タをὼ 事業の対㇟にᣑする等のせᮃ
をண定。

緊急⮬↛災害防止対策事業㈝

【対㇟事業】
「防災・ῶ災、国ᅵᙉ㠎化のための３か年緊急
対策」（平成30年12月14日㛶㆟Ỵ定）と㐃ᦠして
ᐇする地᪉༢⊂事業にᘬき⥆き、「防災・ῶ
災、国ᅵᙉ㠎化のための䠑か年加㏿化対策」
（令和䠎年12月11日㛶㆟Ỵ定）を㋃䜎え、流域治
水対策等に㈨する地᪉༢⊂事業

【事業期間】
令和３年度䡚令和７年度（䠑年間）

【事業㈝】
䠐,０００൨（令和䠎年度䠖３,０００൨）

【㈈ᨻᥐ⨨】
ᙜ⋡䠖䠍００䠂 䠋 付⛯ᥐ⨨⋡䠖７０䠂

බඹタ等㐺ṇ⟶⌮推進事業㈝

【対㇟事業】
䜲䞁䝣䝷長ᑑ化計画（ಶูタ計画）等にᇶ
䛵き、ᐇする地᪉༢⊂事業

【事業期間】
平成䠎䠕年度䡚令和３年度（䠑年間）

【事業㈝】
䠐,３䠎０൨（令和䠎年度䠖䠐,３䠎０൨）

【㈈ᨻᥐ⨨】
ᙜ⋡䠖䠕０䠂 䠋 付⛯ᥐ⨨⋡䠖３０䡚䠑０䠂

R4年度せồでは、䜲䞁䝣䝷長ᑑ化計画（⾜動計画）
にᇶ䛵き、タの点᳨や᭦᪂等の㝿の䝁䝇ト⦰ῶ等
をᅗるためにᚲせな計画のぢ┤しや事業をᨭする
ため、大ᖜᣑ・ᘏ長をせᮃするண定。

䠮３年度䜎での㝈ᥐ⨨

緊急ὼ 推進事業㈝

【対㇟事業】
ྛ分㔝でのಶู計画（河川⥔ᣢ⟶⌮計画等）
にᇶ䛵き、緊急的にᐇするᚲせが䛒る⟠ᡤと
して⨨付けた河川、䝎䝮、◁防、治ᒣ、防災
㔜点㎰業⏝ため池のὼ ཬ䜃ᶞᮌఆ᥇にかか
る地᪉༢⊂事業

【事業期間】
令和䠎年度䡚令和䠒年度（䠑年間）

【事業㈝】
䠍,䠍００൨（令和䠎年度䠖䠕００൨）

【㈈ᨻᥐ⨨】
ᙜ⋡䠖䠍００䠂 䠋 付⛯ᥐ⨨⋡䠖７０䠂

下水㐨タを対㇟にᣑするよ䛖
せᮃண定 ,
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<'年=月洪水 鶴田ダムの貯水位の変化
満水位 &="8".

事業前の貯水位&!!8".

今回の洪水流入前の貯水位&&=8%.

洪水を迎えるにあたっての
貯水位低下（更なる容量の増）

事業後の貯水位&#&8&.
事業による
洪水のための容量の増

$月'日 $月&"日 $月&&日

約&#.

約/.

約=.

【参考】防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例 （１／３）

主な事業 事業費 対策期間

激特事業 約'=)億円 &!>～&"'

３か年緊急対策
※ただし諸費を除く 約!5!億円 &'5～<"

鶴田ダムの
洪水調節機能の強化 約=!!憶円 &!6～&'5

8
89

#'$

%=2

#&%

#2'
!/%

%%=

"

&""

#""

!""

%""

/""

&#時間 #%時間

雨量-.., 宮之城

0&28$ 1#8$ 1!8$

みやのじょう

宮之城雨量観測所（鹿児島県さつま町）
みやのじょう

凡例

実績浸水（外水）範囲（戦後最大の平成&2年$月洪水）
実績浸水（内水）範囲（戦後最大の平成&2年$月洪水）
大臣管理区間

ダムの断面
（イメージ）

既設の放流設備

鶴田ダムの洪水調節機能の強化（Ｈ'5(!5完）

事
業
前
の

洪
水
調
節
容
量

より低い位置に
放流設備を増設 利水容量

堆砂

事
業
後
の
洪
水
調
節
容
量

ダム
堤体

既往の対策が川内川における洪水被害を大幅に軽減
○川内川水系では、平成18年から「河川激甚災害対策特別緊急事業」、平成30年から「３か年緊急対策のための臨時・特別の措置」による河道掘削、平
成19年から鶴田ダムの洪水調節機能の強化を実施。

○令和３年７月の大雨は、戦後最大の被害をもたらした平成18年7月洪水時の大雨にも匹敵したが、既往の対策や、鶴田ダムにおける洪水を迎えるに
あたっての貯水位の低下により、本川からの氾濫を防止し、被害を大幅に軽減。

■3市2町（薩摩川内市、さつま町、伊佐市、湧水町、えびの市）の被害※（令和３年７月１９日時点）
死者数（２名→０名）、浸水面積（約2,800ha→約860ha）、浸水家屋（約2,350戸→約200戸）※平成18年7月洪水時の被害との比較

計画高水位

鹿児島県さつま町虎居地先（川内川37k700付近）

河川改修及び鶴田ダムの洪水調節機能の強化を
実施しなかった場合の水位※ AAʼ

約1.8m
水位低減

※H18年以前の河道断面を用いて今回出水流量時の水位を推算

今回ピーク水位

【川内川河道掘削量全体】
激特事業 ：約200万m3
３か年緊急対策等：約134万m3
河道掘削量 計：約334万m3

とらい

河道掘削
（激特事業）

築堤
（激特事業）

ダム満水位まで約６ｍ
に迫ったが、緊急放流
に至ることなく、下流
の浸水被害を軽減

,-

【参考】防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例 （䠎／３）

⊁㔝川水系㯤℩川における河川ᨵಟ事業の効果

○⊁㔝川水系㯤℩川では、令和3年7月1᪥からの大雨により、ឡ㮚ほ ᡤにお䛔て⥲雨量721mmをほ 、本ᐟᆅⅬにお䛔て既往最大の1,200m3/sに
䛫䜎る⣙1,000m3/s（㏿ሗ್）をグ㘓した。

○㏆年の河道ᣑ幅（㯤℩川ᶫ）【H17䡚H25】や河道掘削【H30䡚R2】➼を実施した䛣䛸で、 䐟⣙１䡉の水位低減により氾濫をᅇ㑊、䐠浸水被害（ᐃ被害
㢠⣙110൨）のⓎ⏕を防止した。

（計ժ߶水位を約"5��գ）

ሐ㜵ᩚ備
（L=約80m）河道ᣑᖜ

㯤℩川ᶫ

䕔位置ᅗ

䕔河川ᩚഛによる水位低減効果

ィ⏬㧗水位
水位低下

⣙１䡉
（ィ⟬್）

（ԭੋ川ڰ付近 0.8kp）

事業をࣰࢬしなかͮたの水位

յ水位（ଐๅ）ࠕ

⊃✽㒊

平成19年2月撮影

河道ᣑᖜ前
（㯤℩川ᶫ）

河道᥀๐前（㹆㸱㸯㸬㸲）

㯤℩川ᶫ

平成27年2月撮影

河道ᣑᖜᚋ
（㯤℩川ᶫ）

ԭੋ川ڰ

ఈਃ水ҕ

���ΓΕ（"( �付近）
䕔ฟ水≧ἣ 䕔㏆年実施した河川ᨵಟ

䕔ᐃ浸水範囲

ʴඅ֒ఈʁඅֻ֒&&"Աԃʵ
ʀਃ水約&/��
ʀਃ水ਕ約'""ਕ
ʀਃ水ՊԲ਼約!!"ଵ

Ցಕ֨
ʤԭੋઔڰʥ

Ցಕ۹ࡡ
ʤસରʁ約%ຬ=એ.!ʥ

ʀʀʀۛ೧ࣰͪ͢ࢬՑઔրर

㥴河‴

ఀ㇋༙ᓥ

୕ᓥᕷ

ὠᕷ छઔ

ԭੋઔ

�����

ὠᕷ

Ύ水⏫

ԭੋ川

Ύ水⏫

㯤℩川

河道᥀๐ᚋ（㹐㸰㸬６）

ሐ㜵ᩚ備

ㆤᓊᩚ備

ᯫ᭰前
㯤℩川ᯫ᭰ᚋ

河道ᣑᖜ

河道ᣑᖜのイメージ
ྑᓊ ྑᓊ

河道᥀๐

近年の河道拡幅や河道掘削等により、氾濫した場合に想定
される浸水被害（想定被害額約１１０億円）の発生を防止。

整備費
約45億円

想定被害額
約110億円

外水による
被害額０円

（外水氾濫なし）

※ຌࣁྋの਼ͺɼଐๅͲ͍ΖͪΌɼ今後のࠬͲรΚΖՆ͍͗ΕΉͤ

河道᥀๐
(⊃✽㒊᥀๐)

（V=約12,000m3）

ሐ㜵ᩚ備
（L=約120m）

黄
瀬
川

河道掘削（⣙46༓m3）

,�
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【参考】防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例 （３／３）

土石流発生前
（!"#""#$%撮影）

土石流発生直後
&!'#(#")撮影*

全 景位置図

島根県出雲市
国富町中村

堰堤の諸元
堤長 6P==8".
堤高 0P&!8".

くにどみちょうなかむら

たんぼりがわ

丹堀川砂防堰堤

○ 令和３年７月１日からの大雨により、島根県出雲市国富町中村地区において土石流が発生。
○ 事前防災のために整備されていた砂防堰堤が約!<""".!の土砂を補足し、下流の人家!/戸への被害を未然に
防止した。

,&

䕺 流ᇦ水害対策ィ⏬をά⏝するἙ川のᣑ大

䠉 市⾤化の㐍ᒎによりἙ川整備䛷被害防止がᅔ㞴なἙ川にຍ䛘、

⮬然ⓗ᮲௳によりᅔ㞴なἙ川を対㇟に㏣ຍ（国のἙ川にᣑ大）

㝆雨㔞のቑ大➼に対ᛂし、䝝䞊䝗整備のຍ㏿化・ᐇ䜔治水ィ⏬のぢ┤しにຍ䛘、ୖ流・下流䜔ᮏ川・ᨭ川の流ᇦయをಠ▔し、国、流ᇦ⮬治య、
ᴗ・ఫẸ➼、䛒ら䜖る㛵ಀ⪅が༠ാしてྲྀり⤌む䛂流ᇦ治水䛃のᐇ効ᛶを高めるἲⓗᯟ⤌み䛂流ᇦ治水㛵㐃ἲ䛃を整備するᚲせ

○㏆年、令和元年ᮾ日ᮏྎ㢼䜔令和䠎年７月雨➼、国ྛ地䛷水災害が⃭⏒化・㢖発化

○Ẽೃኚືのᙳ㡪により、21ୡ⣖ᮎに䛿、国ᖹᆒ䛷㝆雨㔞１䠊１ಸ、ὥ水発生㢖ᗘ䠎ಸになる䛸のヨ⟬

背景・必要性

（20ୡ⣖ᮎẚ）

法律の概要

流ᇦ治水の䜲䝯䞊䝆

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策
【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

䕺 Ἑ川・下水㐨にお䛡る対策の強化

䠉 水䝎䝮の事前ᨺ流のᣑ大をᅗる༠㆟（Ἑ川⟶⌮
⪅、㟁ຊ♫➼の水⪅➼が参⏬）のタ（䈜ண⟬・⛯ไ）

䠉 下水㐨䛷ᾐ水被害を防䛠䜉䛝┠ᶆ㝆雨をィ⏬に

⨨䛡、整備をຍ㏿

䠉 下水㐨のᵽ㛛➼の᧯స䝹䞊䝹の策ᐃを⩏ົ䛡、

Ἑ川➼から市⾤地への㏫流➼を☜ᐇに防止

䕺 流ᇦにお䛡る雨水㈓␃対策の強化

䠉 ㈓␃ᶵ⬟ಖ区ᇦをタし、ἢ川のಖ水・㐟水ᶵ⬟

を᭷する土地を☜ಖ

䠉 㒔市㒊の⥳地をಖし、㈓␃ᾐ㏱ᶵ⬟を᭷する䜾䝸

䞊䞁䜲䞁䝣䝷䛸してά⏝

䠉 ㄆᐃไᗘ、補ຓ、⛯ไ≉例により、⮬治య・Ẹ㛫の雨

水㈓␃ᾐ㏱タの整備をᨭ（䈜ண⟬㛵㐃・⛯ไ）

３．被害対象を減少させるための対策
【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別
措置法、建築基準法】

䕺 水防災に対ᛂした䜎ち䛵くり䛸の㐃ᦠ、

ఫ䜎い᪉のᕤኵ

䠉 ᾐ水被害防止区ᇦをタし、ఫᏯ䜔せ

㓄៖⪅タ➼のᏳᛶを事前☜ㄆ（チྍไ）

䠉 防災㞟ᅋ⛣㌿ಁ㐍事ᴗの䜶䝸䜰せ௳の

ᣑ➼により、༴㝤䜶䝸䜰からの⛣㌿を

ಁ㐍（䈜ண⟬㛵㐃）

䠉 災害の㑊㞴ඛ䛸なるᣐⅬの整備䜔地

区༢のᾐ水対策により、市⾤地のᏳ

ᛶを強化（䈜ண⟬㛵㐃）

䠉 ὥ水➼に対ᛂした䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥のసᡂを中ᑠἙ川

➼䜎䛷ᣑ大し、䝸䝇䜽ሗ✵ⓑᇦをゎᾘ

䠉 せ㓄៖⪅⏝タに

ಀる㑊㞴ィ⏬・カ⦎

に対する市町村のຓ

ゝ・່࿌によ䛳て、㑊

㞴のᐇ効ᛶ☜ಖ

䠉 国土㏻大⮧による

ᶒ㝈௦⾜の対㇟をᣑ

大し、災害䛷ሁ✚し

た土砂の᧔ཤ、‽⏝

Ἑ川を㏣ຍ

䖂堤防整備➼の䝝䞊䝗対策を᭦に᥎㐍（ண⟬）

䕺 流ᇦ水害対策にಀる༠㆟のタ䛸ィ⏬のᐇ

䠉 国、㒔㐨ᗓ県、市町村➼の㛵ಀ⪅が୍ᇽにし、ᐁẸによる雨水㈓␃ᾐ㏱対策の強化、

ᾐ水䜶䝸䜰の土地⏝➼を༠㆟

䠉 ༠㆟⤖果を流ᇦ水害対策ィ⏬に⨨䛡、☜ᐇにᐇ

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【水防法、土砂災害防止法、河川法】

,�

【参考】 ≉ᐃ㒔市Ἑ川ᾐ水被害対策ἲ➼の୍㒊をᨵṇするἲᚊ（令和3年ἲᚊ➨31ྕ）
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あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」のイメージ

森林整備・治山対策
（林野庁）

水田貯留
（農水省）

ため池等の活用
（農水省）

雨水貯留浸透機能の向上
（財務省・国交省）

バックウォータ―対策
（国交省）

排水機場の整備
（農水省・国交省）

リスクが低い
地域への移転
（国交省）

学校・スポーツ
施設の浸水対策
（文科省）

海岸保全施設の整備（農水省・水産庁・国交省）

雨水貯留・排水
施設の整備
（国交省）

水災害リスク情報
の充実・提供
（国交省）

遊水地整備
（国交省）

河道掘削
（国交省）

治水ダムの建設・再生
（国交省）利水ダムの活用

（厚労省・農水省・
経産省・エネ庁・
国交省・気象庁）

集水域

河川区域

氾濫域

リスクの高い地域

気候変動の将来予測
（文科省・気象庁）

バイオマス発電等利活用
（国交省・環境省）

水防体制の強化
（消防庁・国交省）

交通ネットワークの確保
（国交省）

企業BCP策定支援
（経産省・国交省）

安全な避難先の確保
（内閣府・厚労省・
文科省・国交省）

防災教育の推進
（文科省・国交省
・気象庁）

グリーンインフラの活用
（農水省・国交省・環境省）

水害リスク補償の
安定的な供給
（金融庁）

氾濫域

○ 流域全体のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の着実な推進に向け、関係府省庁の連携策も含め各府省庁が展開する流域治水対策
について、今後の進め方や目標について集約した「流域治水推進行動計画」を流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議（１６省庁）にて作成。

○ 「気候変動の影響を踏まえた治水計画や設計基準類の見直し」「流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策」「事前防災対策の加速」「防災・減
災が主流となる社会に向けた仕組みづくり」により、流域治水を推進する。

避難体制の強化
（文科省・国交省・
気象庁・環境省）

森林整備・治山対策
砂防関係施設の整備
（林野庁・国交省）

流域治水推進行動計画

（１）気候変動の影響を踏まえた治水計画や設計基準類の見直し

・河川整備基本方針、河川整備計画等の計画の見直し
・気候変動予測モデルの高度化

（２）流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策

①ハザードへの対応
・河川堤防、下水道による雨水貯留・排水施設、砂防関係、海岸保全
施設の整備、治水ダム建設・再生
・利水ダムを含む既存ダムの洪水調節機能の強化
・流域の雨水貯留浸透機能の向上 ・戦略的な維持管理
②暴露への対応
・リスクの高い区域における土地利用・住まい方の工夫
・まちづくりや住まい方の工夫に必要な土地の水害リスク情報の充実
③脆弱性への対応
・水災害リスク情報の充実・提供 ・避難体制の強化
・避難行動を促すための情報・伝え方 ・安全な避難先の確保
・広域避難体制の構築 ・経済被害の軽減
・金融・保険業界に対する水害の回避・被害軽減のための情報提供
・関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

（３）事前防災対策の加速

・流域治水プロジェクト等による事前防災対策の加速化
・防災まちづくりに取り組む地方公共団体を支援
・農業水利施設の新技術の活用による防災

（４）防災・減災が主流となる社会に向けた仕組みづくり

・防災・減災の日常化
・規制手法や誘導的手法を用いた「流域治水」の推進
・経済的インセンティブによる「流域治水」の推進
・流域治水の調整を行う場の設置 ・グリーンインフラの活用

流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議（１６省庁）

内閣府・金融庁・財務省・総務省・消防庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・林野庁・
水産庁・経済産業省・資源エネルギー庁・中小企業庁・国土交通省・気象庁・環境省 )'

【参考】流域治水推進行動計画

【参考】水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの䜺イドライン（ᴫ要①）

○㏆ᖺ、⃭⏒な水災害が全国各地䛷Ⓨ生し、今後、気候変動の影響による㝆雨㔞のቑ加等により、䛥らに㢖Ⓨ化・⃭⏒化する䛣とがᠱᛕ䛥䜜る䛣とか
ら、河川整備等と防災まちづくりの総合的・㔜層的な取組により、水災害に強いまちづくりを目ᣦす䛣とが必要。

○䛣のような≧ἣをཷけ、国土交通省䛿「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」᳨ウ会を設置し、௧2ᖺ8᭶に提ゝをとりまとめ。௧３ᖺ䠑᭶、提ゝ
に基づ䛝、水災害ハザード情報の充実や防災まちづくりを進める考え方・手法を♧す「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの䜺イドライン」を作成。

○本䜺イドラインの内ᐜ䛿、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりについて、⌧Ⅼ䛷ጇᙜとᛮ䜟䜜る基本的な考え方を整理したもの。今後、各地域䛷
の取組を通䛨てᚓら䜜た▱見を㝶ᫎし、法制度のᨵṇ等も踏まえ、必要に応䛨て見直し、充実。

１．防災まちづくりに活用できる水災害に関するハザード情報

２．地域における水災害リスク評価

②ハザードの特性や地域の状況に応じて、水災害リスクの評価項目を設定。
・人的被害（深い浸水による人の死亡、氾濫流による家屋倒壊 等）
・経済的被害（家屋、事業所資産の浸水被害、交通の途絶 等）
・都市機能上・防災上重要な施設（庁舎、医療施設等）の機能低下

①１．のハザード情報に加えて、暴露及び脆弱性の情報により、水災害による損
失を表す「水災害リスク」を評価。

水災害リスクが高い地区の抽出のイメージ

① 中㢖度䡚ప㢖度䛷䛝な被害をཷけるお䛭䜜のある地域のリスク䜹ーブ
② 高㢖度䛷䛿被害䛿ཷけないが、ప㢖度䛷⏒な被害をཷけるお䛭䜜のある
地域のリスク䜹ーブ

③ 高㢖度とప㢖度䛷被害をཷけるお䛭䜜のある地域のリスク䜹ーブ

③ハザードの発生頻度ごとに
水災害リスクの大きさを評価し、
地域の水災害リスクの構造を把握。

②①の新たなハザード情報は、河川管理者等が、防災まちづくりの取組
主体である市町村との連携・調整のもと作成。

多段階の浸水想定区域図を用いた危険浸水深の発生しやすさの評価

①既に公表されているハザード情報に加え、防災まちづくりに活用できるハ
ザード情報（より高頻度の浸水想定や河川整備前後の浸水想定等）を新たに作成。

（ハザードを被る人命、財産等） （被害の受けやすさ）（洪水・雨水出水・津波・高潮、土砂災害）

䠖浸水῝��''（※）௨上となる浸水㢖度
※水ᖹ避難が必要となる目安として௬設ᐃ

浸水῝ '�)'�ᮍ‶
'�)௨上��'䡉 ᮍ‶

��'௨上)�'䡉 ᮍ‶

ซ

)�'௨上	'�'䡉 ᮍ‶


'�'䡉 ௨上
	'�'௨上
'�'䡉 ᮍ‶

ᗋ上浸水による事業ᡤ
資産の被害リスク

῝い浸水による
ே的被害リスク

浸水による㒔ᕷ機能上・防災上㔜要な施設の機能ప下リスク

ỏ℃流によるᐙᒇಽቯによるே的被害リスク

ᛴഴᩳ地のᔂቯによる住Ꮿのಽቯによるே的被害リスク

②で設定した項目ごとに①に従って水災害リスクを評価し、視覚化した上で、水災害リスクが高い地区を抽出。

	�	'ᮍ‶
	�	'䡚	�)'
	�)'௨上

ซ

防災まちづくりの推進に当
たっては、流域全体のリスク
分担のあり方の検討など、
流域・広域の観点からの連
携が必要。

ガイドラインの全体像

)	

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行



29

【参考】水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要②）

３．水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの方向性 ４．水災害リスクを軽減又は回避する対策

都市の歴史的な形成過程

都市計画の内容

人口・経済の動態

５．関係者間の連携
①上流・下流、本川・支川の治水バランスを確保し、流域全体で安全を
確保するため、流域・広域の視点から関係者が連携。

②関係部局間の連携体制の構築、各分野横断的な知識を有する人材
の確保・育成、専門家の協力体制の構築。

①２．で評価した水災害リスクを可能な限り避けることを原則としつつ、都
市の構造、歴史的な形成過程、人口・経済・土地利用の動態等を踏
まえ、地域の持続可能性やまちづくり全体との総合的なバランスを考慮し、
防災まちづくりの方向性を決定。

②水災害リスクが存在する区域ごとに、以下の方向性を検討。
1都市機能上の必要性等を勘案し、水災害リスクを軽減又はこれ以上増加させない
対策を講じながら、都市的土地利用を継続。

1残存する水災害リスクが大きいことが見込まれることから、都市的土地利用を回避。

②対策を計画的に実行していくために、防災まちづくりの目標を設定。
③地域にどのような水災害リスクが存在し、そのリスクを軽減又は回避するために
どのような対策を行う必要があるのか、地域の関係者との合意形成が図られ
ることが重要。

①３．の防災まちづくりの方向性の実現に向け、水災害リスクが存在する区域に
ついて、リスクを軽減又は回避するための対策を総合的に検討。

建築物の浸水対策
（脆弱性を小さくする対策）

土地利用の規制、
安全な区域への移転
（暴露を小さくする対策）

防災まちづくりの対策内容

避難路・避難施設の整備
（脆弱性を小さくする対策）

)#

【参考】水ศ㔝䛻㛵するᮏ㑥ᢏ⾡のᾏእᒎ㛤の᥎㐍

⃝ ᡃ䛜ᅜのᙉ䜏の䛒るᢏ⾡・䝜䜴䝝䜴をά䛛䛧䛶、ୡ⏺の᪲┒なイン䝣ラ㟂要をྲྀり㎸䜐䛣䛸䛿、ᡃ䛜ᅜのຊᙉ䛔
経済成㛗䛻⧅䛢るୖ䛷㔜要䚹

⃝ ᾏእᒎ㛤を㐍䜑る䛻ᙜた䛳䛶䛿Ẹ㛫ᴗの䜏の対ᛂ䛷䛿㝈⏺䛜䛒り、ලయ的な௳形成をಁ㐍するた䜑䛻䛿、
௳の䝙䞊䝈䜔ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛶、┦ᡭᅜᨻᗓへാ䛝䛛䛡を⾜䛖な䛹、ᐁẸ䛷㐃ᦠ䛧᥎㐍するᚲ要䛜䛒る䚹

防災༠ാ対ヰを㏻䛨た䝙䞊䝈のⓎ᥀

ᅜ㝿♫䛻䛚䛡る䛂防災のὶ䛃のᑟ

・┦ᡭᅜᨻᗓ䛸のᐃᮇ的な䝽䞊ク䝅䝵䝑䝥を㏻䛨䛶、防災ୖのㄢ㢟をⓎ
᥀・ඹ᭷する䛸䛸䜒䛻、ᡃ䛜ᅜのᢏ⾡を䝬䝑䝏ン䜾さ䛫るた䜑、䛂防災༠
ാ対ヰ䛃をᐇ施䚹

䝧䝖䝘䝮䛸の防災༠ാ対ヰ
(௧3ᖺ3᭶: Web形ᘧ)

・㢖Ⓨする水害の≧ἣ䜔⥅⥆的な防災ୖのㄢ
㢟➼をྵ䜑、ฟ水ᮇ┤ᚋの水害へのព㆑䛜
㧗䛔ᮇ䛻ᐇ施する䛣䛸䛻䜘り、ពᛮỴᐃ䜔
施策ᐇ施の᪩ᮇᐇ⌧䛻ᐤ䚹

ᅜ㐃䝝イ䝺䝧䝹㆟䛻䛚䛡る
㉥⩚⮧のス䝢䞊䝏

1 #"#&ᖺ!᭶䛻㛤ദさ䜜たᅜ㐃䝝イ䝺䝧䝹㆟
䛻䛚䛔䛶、 #"&2ᖺ!᭶䜘りྲྀり⤌䜐䛂水のᅜ㝿
⾜動の&"ᖺ䛃-#"&2?#"#2,のᡃ䛜ᅜのྲྀり⤌䜏
をඹ᭷䛧、㐍ᤖ⟶⌮䛻㈉⊩䛧䛶䛔く䛣䛸をⓎಙ
するな䛹、ྛ✀ᅜ㝿㆟䛻䛚䛔䛶、水䛸災害䛻
㛵するୡ⏺的なၥ㢟のゎỴ䛻㈉⊩する᪥ᮏ
のྲྀ⤌をⓎಙ䚹

1 2022ᖺ4᭶䛻⇃ᮏ市䛷㛤ദさ䜜る水䛻㛵するㅖၥ㢟をᖜᗈく㆟ㄽする➨4
ᅇ䜰䝆䜰・ኴᖹὒ水䝃䝭䝑䝖（APWS）䜔ᅜ㐃䛂ᅜ㝿⾜動の10ᖺ䛄ᣢ⥆ྍ⬟な
㛤Ⓨのた䜑の水䛅䛃୰㛫䝺䝡䝳䞊な䛹のᅜ㝿㆟のሙ䛻䛚䛔䛶、ᡃ䛜ᅜの
ᢏ⾡・䝜䜴䝝䜴➼をྛᅜ䛻Ⓨಙ䚹

⌧ሙ䛷の

䝉䝭䝘䞊䛻䛚䛔䛶
ලయなㄢ㢟のⓎ᥀

䝎䝮⏕௳
の形成䛻
䛴な䛢る

）䝎䝮㐠用のᨵၿ、
䝎䝮ሐయ䛛さୖ䛢、
ᨺὶ設備ቑᙉ、
ሁ◁対策➼

ᮏ㑥ᢏ⾡のᾏእᒎ㛤

・ㅖእᅜの᪤設䝎䝮⟶⌮⪅䛻対䛧䛶、䝎䝮⟶⌮䛻㛵

する䝉䝭䝘䞊䜔、ᴗ⏺ᅋయཬ䜃㛵ಀ┬ᗇ➼䛜୍ᇽ
䛻する༠㆟（ົᒁ䠖（⊂）水㈨※ᶵᵓ）➼のሙ
をά用䛧、ㅖእᅜ䛜ᢪえるㄢ㢟をᢕᥱ䚹

・ㅖእᅜのㄢ㢟を踏まえ、ᮏ㑥ඃᢏ⾡䛷䛒り、水
ཬ䜃3A#๐ῶ䛻㈨するⓎ㟁ቑᙉをྵ䜐利水のᶵ⬟
ྥୖ➼をᅗる䝎䝮⏕ᴗのᾏእᒎ㛤を᭦䛻᥎
㐍䚹ᚲ要䛻ᛂ䛨ὶ域䝬ス䝍䞊䝥ランの策ᐃ䜒ᥦ䚹

༠㆟のሗ䛻

ᇶづ䛔䛶⌧地ㄪᰝ
を⾜䛔┦ᡭᅜᨻᗓ䛸
ㄪ整

【水㈨※ศ㔝のᾏእᒎ㛤】

【ୗ水㐨ศ㔝のᾏእᒎ㛤】

・ୗ水㐨䛸ίᵴの㐺ṇ㓄⨨䜔都市㛤Ⓨ、
*+➼のᖜᗈ䛔㡿域䛻また䛜る䝟䝑䜿䞊
䝆䛷のᥦを㛵ಀ┬ᗇ䜔ᴗ➼䛸㐃ᦠ
䛧䛶ᐇ施䚹

᥎㐍ᕤἲをά用䛧たୗ水
㐨ᴗをᮏ㑥ᴗ䛜ཷὀ
（䢉䢚䢀䢁䢍ᅜ䠖➨#ᮇ䢊䡬䡽䢌䢙市

水⎔ቃᨵၿᴗ）

・䜰䝆䜰ở水⟶⌮䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛻䜘るᨻᗓ㛫対ヰ䜔⌧地ᐇドᴗ➼
を㏻䛨、┦ᡭᅜ䝙䞊䝈のⓎ᥀䜔ᢏ⾡ᇶ‽の整備➼の䝋䝣䝖イン䝣ラᨭ
をᐇ施する䛸䛸䜒䛻、ඃ性を䜒䛴ᮏ㑥ᢏ⾡のᬑཬᒎ㛤をಁ㐍䚹

・ᅜ㝿ᶆ‽䝥䝻䝉スへ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ䛻䜘
り✚ᴟ的・ᑟ的䛻参画する䛣䛸䛷、ᡃ
䛜ᅜᴗの➇தຊをᙉ䚹

)�
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【参考】 骨太方針における主要事項の位置付け（水管理・国土保全局関係 主要部分抜粋）

防災・減災と国土強靱化

1 発災から10 年を迎えた東日本大震災で得られた経験も教訓に、切迫化する大規模地震災害、相次ぐ気象災害、火山災
害、インフラ老朽化等の国家の危機に打ち勝ち、国民の命と暮らしを守り、社会の重要な機能を維持するため、「国
土強靱化基本計画」に基づき、必要・十分な予算を確保し、自助・共助・公助を適切に組み合わせ、本年、具体化さ
れる気候変動への取組強化、防災・減災、国土強靱化新時代等の新たな動きと歩調を合わせて、女性、高齢者や障害
者など多様な視点を踏まえながら、ハード・ソフト一体となった取組を強力に推進する。

1 気候変動の影響により激甚化・頻発化する水害・土砂災害や高潮・高波への対策として、堤防・ダム・砂防堰堤・下
水道・ため池の整備、森林整備・治山対策、ダムの事前放流・堆砂対策、線状降水帯等の予測精度向上、グリーンイ
ンフラの活用、災害リスクも勘案した土地利用規制等を含むまちづくりとの連携など、流域全体を俯瞰した流域治水
を推進する。令和２年度豪雪も教訓に豪雪時の道路交通確保対策を強化する。本年２月の福島県沖を震源とする地震
被害も踏まえ、災害に強い道路、鉄道、海上交通ネットワークの構築等を推進する。

1 無電柱化、インフラ老朽化対策等を加速するとともに、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等防災の体制・機能の拡充・強化、消防
団を含む消防防災力の充実、学校など避難拠点の防災機能強化、複合災害や熱中症対策など地域特性を考慮した避難
所の環境改善、ＮＧＯ等との官民連携、防災ボランティア等や気象防災アドバイザーの充実、次期気象衛星や防災デ
ジタルプラットフォーム及び防災ＩｏＴ等デジタル技術を活用した災害関連情報の高度化、要配慮者避難の促進等、
防災教育、船舶や医療コンテナの活用を含む医療体制の強化等による地域防災力の向上を図りつつ、事前復興の観点
を含め行政と住民等との災害リスクコミュニケーションを推進する。

1 中長期的な目標の下、取組の更なる加速化・深化を図るため、追加的に必要となる事業規模等を定めた「防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策」を推進し、引き続き、災害に屈しない国土づくりを進める。

分散型国づくりと個性を活かした地域づくり

1 地域の特色を活かした多様なスマート化を進めるとともに、道路や公園等の都市インフラや民間施設の利活用等を通
じ、ゆとりがあり居心地が良く歩きたくなるまちづくりを推進する。

),

（令和３年６月１８日閣議決定）

【参考】 ᡂ㛗ᡓ␎䛷のグ㍕ෆᐜ （水管理・国土保全局関係 主要部分抜粋） （１䠋䠎）

（１）"5)5年䜹䞊䝪䞁䝙䝳䞊䝖䝷䝹にక䛖䜾䝸䞊䞁ᡂ㛗ᡓ␎
Ϻ）分㔝ูのㄢ㢟䛸ᑐᛂ

（≀ὶ・ேὶ・土ᮌ䜲䞁䝣䝷⏘ᴗ）

・ୗ水㐨䛷の⬺Ⅳ⣲ᐇ⌧䜢ᚋᢲ䛧䛩る䛯䜑䚸┬䜶䝛䝸䝜䝧䞊䝅䝵䞁䚸ୗ水⇕䚸ୗ水㐨䝞䜲䜸䝬䝇䜶䝛䝹䜼䞊ཬ䜃ୗ水㐨⏤
᮶水⣲に関䛩るᢏ⾡㛤Ⓨのຍ㏿䛸ᑟධಁ㐍䜢#"#/年ᗘ䜎䛷㞟୰ⓗにྲྀ䜚⤌䜐䚹

・᭱᪂のẼ㇟ண ᢏ⾡のά⏝に䜘䜚䚸ከ┠ⓗ䝎䝮に㈓䜎䛳䛯ὥ水䜢ḟのྎ㢼➼にഛ䛘䛶水位పୗ䛥䛫る㝿に䚸ὥ水ᑐᛂに
ᨭ㞀の䛺䛔⠊ᅖ䛷ྍ⬟䛺㝈䜚Ⓨ㟁にά⏝䛧䛺䛜䜙ᨺὶ䛩る➼の䝎䝮の㐠⏝ᨵၿに関䛩るᐇ⌧ྍ⬟ᛶの᳨ド䜢#"#&年ᗘ
䜘䜚⾜䛔䚸ᮍ⏝水ຊ䜶䝛䝹䜼䞊のά⏝䜢᥎㐍䛩る䚹

・䜾䝸䞊䞁䜲䞁䝣䝷の♫ᐇにྥけ䛶䚸䛂䜾䝸䞊䞁䜲䞁䝣䝷ᐁẸ㐃ᦠ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛃のά⏝➼䜢㏻䛨䛶ᐁẸ㐃ᦠ・分㔝ᶓ᩿
に䜘るᢏ⾡㛤Ⓨ䜔ᆅᇦ䜈のᑟධ䜢᥎㐍䛩る䛸䛸䜒に䚸ᆅ方බඹᅋయ䜔Ẹ㛫事ᴗ⪅➼䛜ྲྀ䜚⤌䜐䜾䝸䞊䞁䜲䞁䝣䝷事ᴗに
䜾䝸䞊䞁䝪䞁䝗➼䜢䜃㎸䜏䚸Ẹ㛫ᢞ㈨䜢ᣑ䛩る䚹

（㈨※ᚠ⎔関㐃⏘ᴗ）

・Ἑ㐨ෆᶞᮌ➼の䝞䜲䜸䝬䝇Ⓨ㟁⇞ᩱ➼䜈の⏝ಁ㐍䜢ᅗる䛯䜑のᐇド䜢⾜䛖䛸䛸䜒に䚸᪤Ꮡタ䛷䛒る୍⯡ᗫᲠ≀ฎ理
タ➼の᭷ຠά⏝のྍ⬟ᛶ䜢᳨ウ䛧䝞䜲䜸䝬䝇Ⓨ㟁タ䚸୍⯡ᗫᲠ≀ฎ理タのά⏝ᣑの䛯䜑のᡭᘬ䛝のసᡂ➼に
ྲྀ䜚⤌䜐䚹

（䠑）ᚠ⎔⤒῭䜈の⛣⾜䛸䝡䝆䝛䝇主ᑟの国㝿ᒎ㛤・国㝿༠ຊ䚸䛭の

・ୗ水㐨における䜶䝛・┬䜶䝛䜔タ管理の㧗ᗘ・ຠ⋡䜢┠ᣦ䛧䚸#"#&年ᗘに䝕䞊䝍ά⏝のᇶ┙䛸䛺るඹ㏻䝥
䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ᵓ⠏にྥけ䛯ᐇド➼䜔䚸B97・1Bに䜘るᗈᇦ管理・㐠㌿ᨭᢏ⾡のᐇド䜢⾜䛖䚹
・ୗ水㐨䜈の⏝῭䜏⣬䜸䝮䝒ཷධの䛯䜑の#"##年ᗘの䜺䜲䝗䝷䜲䞁⟇定にྥけ䛶䚸#"#&年ᗘに⚟♴タにおける⣬䜸䝮
䝒ฎ理置のᑟධຠᯝ䜢ホ౯䛩るᐇドのᐇཬ䜃㐺ṇ⏝方⟇➼の᳨ウ䜢㐍䜑る䚹

（令和３年６月１８日閣議決定）

))
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（!5）インフラ、防災・交通・物流・都市の課題解決
ⅰ）インフラの整備・維持管理

・砂防施設のメンテナンスの効率化を図るため、水中部を含めた施設状態が把握できるグリーンレーザー搭載型9:5等を活
用し、得られたデータから施設変状を自動解析する:Q解析技術を取り入れた新たな維持管理手法を#"#&年度中に開発す
る。

ⅱ）防災・災害対応

・上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して治水対策を行う「流域治水」を推進するため、全
国の河川において「流域治水プロジェクト」を策定し、戦後最大規模洪水等に対して概ね#"～!"年間で浸水被害を軽減す
る。また、流域治水関連法に基づき、水防災に対応したまちづくり、住まい方の工夫、国有地の活用も含めた雨水貯留対
策の強化、リスク情報空白域の解消等を推進し、「流域治水」の実効性を高める。

・既存ダムの洪水調節機能強化を進めるため、ダムの流域に着目した雨量予測技術の開発等の気象予測精度向上、1Bを
活用したダムの操作・判断支援のための技術開発、利水ダム等の事前の放流量増加のための施設改良等に取り組む。
また、#"#&年より、全国の二級水系においても事前放流の運用を拡大するとともに、利水ダム等の洪水調節機能の向上を
図るための法定協議会を設置する。

・河川管理の高度化・効率化のため、ドローン・画像解析技術等を活用した河川巡視のガイドラインを"5"!年度中に作成す
るとともに、航空レーザ測量等で得られた３次元点群データを堤防の変状把握等に活用する。

・豪雨災害対策のため、#"#&年度から線状降水帯に関する「顕著な大雨に関する気象情報」を発信するほか、１日半先まで
の河川の予測水位を災害対応へ試行的に活用するとともに、次期気象衛星や次世代スーパーコンピュータなどの最新技
術の導入、気象防災アドバイザーの拡充、更なる洪水予測の高度化及び地域防災支援の強化を進める。加えて、高潮・
高波予測の精度向上のため、1B動画解析による越波検知技術を導入し、予測と観測結果の比較検証を行う。

)-

【参考】 成長戦略での記載内容 （水管理・国土保全局関係 主要部分抜粋） （２／２）
（令和３年６月１８日閣議決定）

䠷参考䠹 令和䠐年度 水管理・国土保全局関係予⟬概⟬要ồ⥲ᣓ⾲

)�

༢㸸ⓒ

(A) (B) (A/B) (C) (D) (C/D)

1,141,567    949,156      1.20 1,007,150 851,715      1.18

1,122,662    933,134      1.20 989,378 836,684      1.18

18,905       16,022       1.18 17,772 15,031       1.18

29,476       25,050       1.18 29,476 25,050       1.18

29,476       25,050       1.18 29,476 25,050       1.18

100,802      83,328       1.21 52,392 43,659       1.20

1,271,845    1,057,534    1.20 1,089,018 920,424      1.18

<51,943> <1.00>
50,734       62,577       0.81 42,943 50,243       0.85

32,436       40,276       0.81 27,114 34,315       0.79

18,298       22,301       0.82 15,829 15,928       0.99

1,322,579    1,120,111    1.18 1,131,961 970,667      1.17

1,147        974          1.18 1,147 974          1.18

1,323,726    1,121,085    1.18 1,133,108 971,641      1.17

ࠉ

ഛ ⪃

㸯㸬ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆≉ูィィୖࡿࡍᪧ࣭
௧ࡢḟ㡫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㈝⤒ࡿಀ⯆ᑐ⟇ᴗࠉ
⥲4ᖺᗘỈ⟶⌮࣭ᅜᅵಖᒁ㛵ಀண⟬ᴫ⟬せồࠉ
࠸࡚ࡋᥖ㍕ᣓ⾲㸦ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆≉ูィ㸧ࠉ
ࠋࡿࠉ

㸰㸬ᅜ㈝ࡢ< >᭩ࠊࡣࡁᒁࡢ⅏ᐖᪧ㛵ಀ㈝ࡢ
ࠊ㎄௦⾜ศ㸦௧4ᖺᗘ9,000ⓒ┤ࠉ
ࠋࡴྵࢆ๓ᖺᗘ1,700ⓒ㸧ࠉ

㸱㸬ᮏ⾲ࠊࡢ
㝃ᖏ࣭ཷ࠺⾜࡚࠸ᇶ࡙㈇ᢸࡢ⪅㸦㸯㸧 ጤクࠉ
ࠊ௧4ᖺᗘ22,077ⓒ࡚ࡋ㈝クᕤࠉࠉࠉࠉ
๓ᖺᗘ24,530ⓒࠉࠉࠉࠉ
௧4ᖺᗘ࡚ࡋ㈝㸦㸰㸧 ᅜ᭷≉チⓎ᫂⿵ൾࠉ
๓ᖺᗘ0ⓒࠊ1ⓒࠉࠉࠉࠉ
㸦㸱㸧 ♫㈨ᮏ⥲ྜᩚഛ㸦ᅜ㈝1,773,172ⓒࠉ
ࠋࡿ࠶ࡀ㹙┬య㹛㸧ࠉࠉࠉࠉ

㸲㸬ᮏ⾲ࠊࡢ௧㸱ᖺ㸷᭶㸯᪥タ⨨ணᐃࢪࢹࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀ6,249ⓒ࡚ࡋᗇ୍ᣓィୖศࣝࢱࠉ

㸳㸬㜵⅏࣭ῶ⅏ࠊᅜᅵᙉ㠎ࡢࡵࡓࡢ㸳ᖺຍ㏿
⛬ண⟬⦅ᡂ㐣ࠊ࠸⾜ࢆ㡯せồࠊࡣ࡚࠸ࡘ⟇ᑐࠉ
ࠋࡿࡍウ᳨࡛ࠉ

㸴㸬ᅄᤞධࡢ㛵ಀ࡛ྜィ್࠸࡞ࢃྜࡀሙྜࡀ
ࠋࡿ࠶ࠉ

ྜ ィ

௧  㸲 ᖺ ᗘ ๓ ᖺ ᗘ
ᑐ ๓ ᖺ ᗘ
ಸ ⋡

௧  㸲 ᖺ ᗘ
 㡯

⅏ ᐖ 㛵 㐃

බ ඹ  ᴗ 㛵 ಀ ィ

⾜ ᨻ ⤒ ㈝

<51,943>
⅏ ᐖ  ᪧ ➼

⅏ ᐖ  ᪧ

ఫ Ꮿ 㒔 ᕷ ⎔ ቃ ᩚ ഛ

㒔 ᕷ ⎔ ቃ ᩚ ഛ

ୗ Ỉ 㐨

୍ ⯡ බ ඹ  ᴗ ィ

 ᴗ ㈝ ᅜࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㈝

 ᒣ  Ỉ

 Ỉ

ᾏ ᓊ

๓ ᖺ ᗘ
ᑐ ๓ ᖺ ᗘ
ಸ ⋡

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行



32

［参考］ 令和４年度 水管理・国土保全局関係予算概算要求総括表

（東日本大震災復興特別会計）

)&

単位：百万円

(A) (B) (A/B) (C) (D) (C/D)

4,312 8,932 0.48 4,094 7,433 0.55

4,312 8,932 0.48 4,086 7,433 0.55

- - - 8 - -

4,312 8,932 0.48 4,094 7,433 0.55

１．上記計数のほか、 社会資本総合整備（復興）（国費10,272百万円［省全体］）がある。
２．四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

災 害 関 連

公共事業関係 計

災 害 復 旧 等

災 害 復 旧

事 項

事 業 費 国 費

令 和 ４ 年 度 前 年 度
対 前 年 度
倍 率

令 和 ４ 年 度 前 年 度
対 前 年 度
倍 率

䛆参考䛇 බඹᴗ関係㈝（ᨻᗓ全య）䛾᥎⛣
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補正予算

臨時・特別の措置額

下水道事業関係費

当初予算

（億円）

※災害復旧関係費、行政経費は除く。（下水道事業関係費については!"#から）
※Ｈ２２以降については、他に社会資本整備総合交付金等がある。

社会資本整備事業特別会計の
廃止に伴う経理上の変更増分
$%&&'億円を含む

社会資本整備総合交付金等へ
の移行分"%$()億円を除く

臨時・特別の措置に伴う増分$%)*(億円
個別補助事業化に伴う増分("#億円
消費税率の引上げに伴う影響額を含む

!"#$% 水管理・国土保全局に改組

下水道事業予算を含む

当初予算（下水道事業予算）

当初予算（河川・砂防・海岸事業予算）

臨時・特別の措置に伴う増分
$%)#$億円

個別補助事業化に伴う増分
'+&億円

消費税率の引上げに伴う影響額
を含む

※!"&～

10,935

10,569

［ ］

9,204

※［ ］は下水道事業予算、臨時・特別の措置を含めた水管理国土保全局関係の当初予算の計

［ ］

［ ］

個別補助事業化に伴う増分""&億円を含む

【参考】 水管理・国土保全局関係予算の推移

概算
要求

この他、事項
要求として

「防災・減災、
国土強靱化
のための

５か年加速化
対策」がある

'(
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「マイ・タイムライン」を作ろう！
８割以上の人が、「マイ・タイムライン」の有効性を実感※。
一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）を作って、
災害を「我がこと」として考えることが重要です！
※マイ・タイムラインかんたん検討ガイドより

「ハザードマップポータルサイト」で
災害リスクを確認！

洪水や土砂災害、津波、道路防災情報など、
水害のおそれがある場所を地図で表示します。

「逃げ遅れゼロ」実現に向けて

リスク情報を自ら取得して、
着実な避難を実施することが重要です！
日頃から

大雨の時

避難の時

（この冊子は、再生紙を使用しています。）

逃げキッド

マイ・タイムライン
かんたん検討ガイド

ハザードマップ
ポータルサイト

「川の防災情報」でレーダ雨量、
河川水位、カメラ画像などをチェック！

大雨の時に必要となる川の情報を
リアルタイムで確認することができます。

川の防災情報

逃げなきゃコール

あらかじめ
準備を

地点登録で
簡単アクセス！

「逃げなきゃコール」を事前に登録！
離れた場所でも、家族など大切な人の防災情報を
プッシュ通知で受け取ることができます。

非常時には早めの避難を！
避難指示など行政が発信する情報のタイミングで避難！
非常時には、ためらわずに行動することが大切です。

「逃げなきゃコール」で家族の避難を後押し！
あなたの一声が大切な人を災害から守ることにつながります。

34
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令和３年度「土砂災害防止月間」の取り組みを終えて

　「土砂災害防止月間」は毎年各地で頻発する土
砂災害に鑑み、土砂災害に関する防災知識の普及、
警戒避難体制の整備促進等の運動を強力に推進
することにより、土砂災害防止に対する国民の理解
と関心を深め、人命、財産の被害の防止に資するこ
とを目的として、昭和57年の長崎豪雨災害を契機に、
翌昭和58年度から実施しており、今回で39回目と
なりました。
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため、
実施内容を見直した部分もありますが、６月１日から６
月30日までの期間において、全国各地で様々な取り
組みが実施されました。以下、土砂災害防止月間で
の取り組み内容を紹介します。

１．土砂災害防止功労者表彰
　土砂災害防止月間では、土砂災害の防止に関し
て顕著な功績があり、他の規範として推奨に値する
と認められる個人又は団体に対して国土交通大臣
表彰を行っています。今年度は、以下の個人２名、５
団体が受賞となりました。
▽受賞者
【個人】（敬称略）
　久保　榮子（和歌山県那智勝浦町）
　北　俊夫（（一財）総合初等教育研究所参与）
【団体】
特定非営利活動法人  篠原の里
（神奈川県相模原市）
丈ケ山ファンクラブ（新潟県上越市）
特定非営利活動法人 長野県砂防ボランティア協会
（長野県長野市）
下呂市小坂町大垣内区（岐阜県下呂市）
河内地区自主防災会連合会（広島県広島市）

２．令和３年度「土砂災害・全国防災訓練～避難
　　の声かけ、安全の確認～」の実施
　「土砂災害・全国防災訓練」は、全国で土砂災害
防止に向けた実践的な訓練を行うことを目的に、平
成18年度から毎年実施しています。

　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、土砂災害に関する防災訓練等の取り組
みの実施に当たっては、「新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針」等を踏まえ、新型コロナ
ウイルス感染防止策を講じた上で実施しました。全
国で延べ約28,700名が参加し、ハザードマップ等
による危険箇所及び避難経路の確認を行う避難訓
練や、土砂災害時の対応に備えるべく避難情報の
判断及び伝達や避難場所開設を想定した総合的な
防災訓練等を行いました。

はじめに

密に配慮した避難訓練
（上：避難者受付、下：避難場所開設）（静岡県）

３．土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び避
　　難場所・避難経路等の周知・点検の実施
　土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び避
難場所・避難経路等を住民に周知するため、危険箇

国土交通省水管理・国土保全局
砂防部砂防計画課
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所を有する全国の市町村がハザードマップ等の各戸
配布、講習会等の開催、広報誌・市町村ホームペー
ジ等への掲載、現地表示看板の設置等に取り組み
ました。その際、土砂災害の危険性の理解促進のた
めの情報、避難の好事例の紹介など住民自身による
避難行動の重要性に関する理解促進のための情報、
定められた避難所への避難が困難になった場合に
近隣のより安全な場所へ避難する「次善の策」の考
え方等、住民自らが土砂災害から命を守るための情
報についても住民に説明を行いました。
　また、土砂災害防止月間中に全国で約4,000箇
所の土砂災害危険箇所の点検、約250箇所の避
難場所、約240箇所の避難経路の点検を行い、延
べ約5,500名が参加しました。

避難経路の確認（埼玉県）

危険箇所の点検（山形県）

要配慮者利用施設向け説明会（鹿児島県）

砂防設備点検（岐阜県）

４．要配慮者利用施設における説明会等の開催
　平成29年5月の土砂災害防止法改正に伴い、都
道府県職員が社会福祉施設などの要配慮者利用
施設に対して、ハザードマップ等による情報提供や
土砂災害についての説明、施設利用者が安全に避

難するための避難確保計画の策定等に関する説明
を各地で行っています。
　今年度の土砂災害防止月間中には約610の施
設に対して土砂災害の危険性を周知する説明会な
どを開催し、また、約810の施設において避難確保
計画の作成、避難訓練の実施等に係る支援・助言
を実施し、土砂災害関係の情報収集方法等につい
て確認を行いました。

５．砂防設備等の点検及び砂防指定地等の周知・
　　点検の実施
　砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設及び地すべり
防止施設の定期巡視点検及び安全利用に資する
点検を関係機関やボランティア等と連携して実施し
ました。
　今年度は約7,400施設の点検を行い、延べ約
3,900名が参加しました。点検の結果を踏まえ、老
朽化した施設の修繕や砂防指定地看板の交換、倒
木の撤去、転落防止柵の補修等を実施するとともに、
砂防指定地等の周知も行い、本格的な雨期に備え
ました。
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砂防教室（青森県）

VRを用いた防災学習（大分県）

６．住民、教育関係者、小中学生等を対象とした
　　講習会・見学会等の開催
　土砂災害の現状や的確な避難行動をとるための
知識を普及することを目的に、ハザードマップや土砂
災害警戒情報等を活用した実践的な防災教育、啓
発を行うための講演会・見学会等が開催され、約
12,600名が参加しました。
　講習会・見学会等については、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、３密防止等の対策を講
じた上で実施されました。砂防設備の見学や避難経
路の視察を伴うフィールドワークやVR機器を用いて
土砂災害を体験する取り組みなども行われました。

８．全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表
　　会優秀論文等の表彰
　全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表
会（主催：全国砂防関係工事安全施工管理技術研
究発表会実行委員会）は、長野・新潟両県境の蒲原
沢の砂防工事現場において、平成８年12月に発生
した土石流災害（作業員14名が犠牲）の教訓を踏ま
え、施工条件が厳しい砂防関係の工事現場における
安全対策について、行政と民間が共同で安全施工
に関する研究や対策の情報共有を行い、技術の研
鑽を図ることを目的として毎年６月に開催しています。
　今年度は22回目となりますが、新型コロナウイル

７．土砂災害対策の取り組み事例等に関する広報
　　活動の実施
　土砂災害の記録や教訓、土砂災害を防止するた
めのハード・ソフト両面の取り組みその他土砂災害
防止月間での行事内容についての広報を実施しまし
た。多様な世代層への普及も念頭に、講演会や現
地見学等による講義、都道府県・市町村広報誌へ

の掲載、新聞、テレビ、ラジオ、パネル展示、SNS等
の多種多様な媒体を通じて積極的に実施し、土砂
災害の恐ろしさや砂防事業の取り組み、土砂災害か
ら身を守るための早めの避難や日頃からの備え等に
ついて周知を行いました。

土石流危険渓流点検のTwitter掲載（日光砂防事務所）

土砂災害パネル展＠イオンモール（奈良県）
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　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で多くの人が集まるイベントの開催等が難しい状況
であり、昨年度に引き続き感染拡大防止に配慮しな
がら点検や訓練、説明会を実施する運びとなりまし
た。砂防知識に関する座学講習やフィールドワーク
を伴う勉強会のみならず、新聞やテレビ、ラジオ、
SNS等の各種メディアを用いた積極的な広報活動
の実施により、土砂災害に対する防災意識向上が
図られたものと認識しております。また、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止に配慮した避難所の開設、
運営訓練も実施されており、コロナ禍に対応した取
り組みも各地で見られました。
　毎年多くの土砂災害が発生している現状を踏ま
えると、砂防施設等の整備だけでなく、日頃から行政、
専門家、ボランティア、地域住民が連携して警戒避
難体制を強化していくことが必要になります。土砂
災害防止月間の取り組みをはじめ、土砂災害防止
に向けた活動を継続的に行うことで、土砂災害によ
る犠牲者ゼロを目指していくことが重要です。
　引き続き、都道府県、市町村、専門家、ボランティ
ア、地域住民及び関係の方々のご理解、ご協力をお
願い致します。

おわりにス感染症拡大防止の観点から会場での論文発表や
表彰式等は取りやめ、優秀論文執筆者による発表
動画をオンデマンド方式で閲覧できるようにして開催
し、表彰状については個別に授与する形式としました。
直轄砂防発注工事関係６編及び都道府県発注工
事関係２編の優秀論文に加え工事安全の視点に限
らず生産性向上や働き方改革の創意工夫等の有益
な知見をもたらす事例についての論文（特別賞）１件
が対象であり、オンデマンド配信の聴講希望者は約
500名にのぼりました。
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簗川ダム竣工式
岩手県県土整備部河川課

■ダム下流面図

<ダム事業の経緯>
◆昭和53年度:予備調査着手（県単独）
◆昭和62年度:実施計画調査着手
◆平成4年度 :ダム建設事業採択
◆平成8年度 :湛水区域補償基準妥結調印
◆平成24年度:付替道路一般国道106号「簗川道路」
（復興道路）開通
◆平成26年度:本体工事請負契約締結
◆平成27年度:付替道路主要地方道盛岡大迫東和線
「簗川工区」開通
◆平成29年度:本体工事コンクリート初打設、定礎式開催
◆令和元年度:本体工事コンクリート打設完了式開催
◆令和2年度:試験湛水開始、サーチャージ水位到達
◆令和3年度:試験湛水終了、竣工式開催

<流量配分図>
ダム地点の計画高水流量580㎥/sのうち、480
㎥/sの洪水調節を行い、北上川合流点の簗川橋
基準点において基本高水流量780㎥/sを計画高
水流量340㎥/sに低減し、簗川沿川地域を水害
から防御します。

■ダム標準断面図

　簗川ダムは、岩手県盛岡市に位置する多目的ダムです。
　一級河川簗川は、過去に幾度も洪水による被害が
発生していたことから県では昭和53年度から予備調査
に着手し、昭和62年度から実施計画調査、平成4年度
にダム建設事業に採択され事業を進めて参りました。

　平成24年度には付替道路となる一般国道106号
「簗川道路」（復興道路）が開通し、平成29年度には
本体工事に着手し、令和2年10月からの試験湛水を経
て令和3年6月に堤体工事が完成、7月1日より運用を
開始しました。

1. 事業概要

　ダムの運用前に実際に流水を貯留しダム堤体及び
貯水池周辺の安全性を確認する「試験湛水」を令和
２年10月２日から開始しました。
　令和３年３月19日にサーチャージ水位に到達した後、
２４時間水位を保持し、その後１日１ｍ以下のスピード
で水位を降下させ令和３年４月３０日に試験湛水を完
了しました。

2. 試験湛水

<ダム構造図>
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テープカット・くす玉開披

記念碑除幕

　令和３年７月18日（日）、例年より早く梅雨明けした炎天の下、現地において竣工式が執り行われました。式典には
関係者をはじめ約90名の出席をいただきました。
　達増拓也岩手県知事の式辞に続いて、共同事業者である谷藤盛岡市長、高橋矢巾町長の挨拶、稲田雅裕東
北地方整備局長などから祝辞をいただきました。
　そのほか、代表者による記念碑除幕、テープカットやくす玉開披等が行われ、建設採択から29年の歳月を経てダ
ムが完成しました。

3. 竣工式

　岩手県では、近年の激甚化する豪雨災害に対して、国を始め関係機関が一体となってハード対策とソフト施策を
組み合わせた防災・減災対策に取り組んできたところであり、今後、更に流域のあらゆる関係者が協働して治水に取
り組む「流域治水」を進めて参ります。

4. おわりに
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◆流域概要図◆

椛川ダム竣功式
香川県土木部河川砂防課

　椛川ダムは、香川県高松市の奥座敷である塩江町を流れる二級河川香東川水系椛川に位置する、洪水調
節、流水の正常な機能の維持、新規水道用水の供給、異常渇水などの緊急水補給の４つを目的とした多目的ダ
ムです。
　香東川は木田郡三木町の高仙山に源を発し、高松市塩江町を西流、流路を北に変え高松市の中心市街地
西部を流れ瀬戸内海に注ぐ延長約３３km、流域面積約１１３㎢の香川県を代表する二級河川です。
　香川県の気候は、梅雨期と台風期に降雨が集中するものの、年間の降雨量は極端に少なく日照時間が多い
という特徴があります。
　香東川流域においても、洪水と渇水が繰り返されてきた歴史があります。平成２年の台風１９号や平成１６年
の台風２３号などによる洪水では多くの浸水被害が発生しました。その一方で、香東川流域を流れる水は古くから
かんがい用水や水道用水として利用されてきたことに加え、近年では、下流域において人口の集中や土地利用
の高度化の進展等に伴う水需要が高まってきています。特に、平成６年の大渇水では、高松市の水道は夏期に
１か月もの長期間にわたり１日１９時間の断水が続き、市民生活や経済活動に大きな打撃を受けました。
　このようなことから香東川流域では、抜本的な治水対策はもとより、利水においても早急な対策が望まれてお
り、椛川ダムには大きな期待が寄せられています。
　椛川ダム事業は、平成３年度の予備調査に始まり、平成６年に実施計画調査を開始し、平成８年に建設事
業に着手しました。予備調査の着手から約３０年の歳月を経て、この度ダム本体工事の竣功を迎えることができ
ました。

　椛川ダムは、堤高８８．５ｍ、堤頂長２６５．５ｍ、総貯
水容量１，０５６万㎥の重力式コンクリートダムです。香
東川水系では２基目、香川県土木部が管理するダム
としては１６基目のダムであり、堤高と総貯水容量に
おいて香川県内最大規模となります。
　ダム本体建設工事は、平成２６年１０月に大成・飛
島・村上特定建設工事共同企業体と工事請負契約
を締結し、平成２８年１２月のダム本体コンクリートの
初打設から３年８か月の歳月をかけ令和２年７月にダ
ム本体コンクリートの打設を完了、令和３年３月２日か
らは試験湛水を開始し、その後、仮排水路の閉塞工
事等を進め、令和３年７月にダム本体工事の竣功を
迎えました。今後は、残る付替道路工事や周辺整備
工事を進め、令和３年度の事業完了を目指します。

1. 事業概要
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（図－１） 令和２年度土砂災害防止月間ポスター

◆貯水容量配分図◆

◆標準断面図◆

◆ダムの施設概要◆

◆下流面図◆
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◆民話パネル・銘板除幕◆◆テープカット・くす玉開披◆

◆ダム上空写真◆◆万歳三唱◆

　令和３年７月２７日(火)に、椛川ダム竣功式を右岸湖畔広場及びダムサイトで執り行いました。当日は、盛夏の
強い日差しの中、浜田香川県知事、大西高松市長、地元選出国会議員、地元関係議員、四国地方整備局長、
施工者、地権者および地元代表者の方々など、約６０名にご出席いただきました。式典では、浜田香川県知事及
び大西高松市長から式辞を行うとともに、ご来賓の方々からご祝辞を頂戴するなどしました。その後、テープカット・
くす玉開披、民話パネル・銘板除幕を華やかに行い、最後に参加者全員で万歳三唱して、長年の歳月を要したダ
ムの竣功を祝い閉式としました。

2. 竣功式

　椛川ダムは、香東川の洪水調節能力の向上や新規水道用水の安定供給を可能とすることで、県民生活の安
全安心に大きく寄与していくものと考えております。
　これまでの間、地元住民及び関係自治体等の関係者の皆様のご理解とご協力、また関係機関の皆様からの
貴重なご指導など、多くの方々のご協力に支えられて、無事に竣功することができました。本稿をお借りして心より
深く感謝申し上げます。

2. おわりに
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