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雨水を溜め、安全に流す知恵
—大和川の総合治水

青丹（あおに）よし　奈良の都は咲く花の　

薫（にお）うがごとく　いま盛りなり

と謳われた古都 奈良を象徴する大和川。

亀の瀬という世界有数の地滑り地帯を擁し、

治水安全上、管理が難しい川でもあります。

河川改修やダムなどのハードな治水事業だけでなく、

流域内に雨水を滞留させる方策や水害に強い土地利用の推進、

避難体制の強化といった、多面的で総合的な治水対策によって

流域住民と新たな関係を築こうとしています。

総
合
治
水
と
大
和
川

奈
良
盆
地
に
降
っ
た
雨
の
出
口
は
、

〈
亀
の
瀬
〉
と
い
う
狭
窄
部
１
カ
所
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
１
５
６
（
精
査
中
）
あ

る
奈
良
盆
地
内
の
支
川
は
、
す
べ
て
本

川
に
集
ま
り
、
そ
の
狭
窄
部
か
ら
流
れ

て
い
く
の
で
す
。

利
用
し
尽
く
さ
れ
て
き
た
水
使
い
の

長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
で
き
る

だ
け
溜
め
て
ゆ
っ
く
り
流
す
の
が
大
和

川
治
水
の
基
本
で
す
。
そ
う
し
な
い
と

狭
窄
部
に
負
担
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま

す
。し

か
も
山
が
浅
い
で
す
か
ら
、
雨
が

降
っ
て
か
ら
水
位
が
上
が
る
の
が
と
て

も
速
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ダ

ム
の
適
地
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
溜
池
な
ど
を
遊
水
地
と
し
て
使
う

こ
と
が
治
水
上
、
有
効
な
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
対
策
は
、
川
の
水
を
安
全

に
流
す
施
設
整
備
を
行
な
う
〈
治
水
対

策
〉
と
、
地
域
開
発
に
よ
っ
て
低
下
し

た
保
水
・
遊
水
機
能
を
回
復
さ
せ
て
ゆ

っ
く
り
流
す
〈
流
域
対
策
〉
の
両
面
か

ら
洪
水
被
害
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
、

総
合
治
水
の
考
え
方
と
一
致
す
る
も
の

で
す
。

総
合
治
水
対
策
の
推
進
に
お
け
る
方
針
と
対
策

総
合
治
水
対
策
に
は
、
従
来
の
連
続
堤
防
や
ダ
ム

と
い
っ
た
治
水
施
設
だ
け
に
依
拠
し
て
〈
あ
ふ
れ
さ

せ
な
い
〉
対
策
を
講
じ
る
の
と
は
異
な
り
、
流
域
の

土
地
利
用
、
住
民
の
災
害
へ
の
対
応
な
ど
を
含
め
た

総
合
的
観
点
か
ら
対
処
す
べ
き
内
容
が
盛
り
込
ま
れ

青丹（あおに）よし　奈良の都は咲く花の　

薫（にお）うがごとく　いま盛りなり

と謳われた古都 奈良を象徴する大和川。

亀の瀬という世界有数の地滑り地帯を擁し、

治水安全上、管理が難しい川でもあります。

河川改修やダムなどのハードな治水事業だけでなく、

流域内に雨水を滞留させる方策や水害に強い土地利用の推進、

避難体制の強化といった、多面的で総合的な治水対策によって

流域住民と新たな関係を築こうとしています。
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て
い
る
。

具
体
的
に
は
、「
流
域
を
治
水
上
の
役
割
に
応
じ

て
保
水
地
域
、
遊
水
地
域
及
び
低
地
地
域
に
区
分
す

る
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
こ
と
を
方
針
と
し
て
土
地

利
用
に
応
じ
て
守
り
方
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
、

保
水
・
遊
水
機
能
の
維
持
の
た
め
に
「
治
水
緑
地
、

多
目
的
遊
水
地
の
設
置
」、「
防
災
調
節
池
等
の
設
置
」、

「
雨
水
貯
留
施
設
の
設
置
」、「
透
水
性
舗
装
の
適
用

等
」、「
下
水
道
事
業
に
お
け
る
配
慮
」、「
市
街
化
調

整
区
域
の
う
ち
治
水
上
の
機
能
を
有
す
る
土
地
に
対

す
る
配
慮
」、「
流
域
住
民
に
対
す
る
理
解
と
協
力
を

求
め
る
働
き
か
け
」
を
促
す
な
ど
。〈
あ
ふ
れ
さ
せ

な
い
〉
治
水
か
ら
の
転
換
が
う
か
が
え
る
。

大
和
川
の
場
合
、
総
合
治
水
あ
り
き

で
は
な
く
、
流
域
対
策
な
し
に
は
実
現

で
き
な
い
特
性
を
大
和
川
が
持
っ
て
い

た
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
河
川
だ

け
い
じ
っ
て
も
解
決
で
き
な
い
制
約
条

件
が
大
き
い
の
で
す
。

河
川
整
備
は
上
流
部
か
ら
着
手
す
る

と
、
下
流
部
の
被
害
が
大
き
く
な
っ
て

し
ま
う
性
質
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
下

流
か
ら
手
を
つ
け
る
と
、
上
流
の
被
害

軽
減
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
難

点
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
大
和
川
で
は
地
域
特
性
に
合

わ
せ
た
対
策
を
、
上
流
部
（
奈
良
県
側
）

で
は
流
域
対
策
や
洪
水
調
整
施
設
な
ど

の
整
備
を
行
な
い
、
下
流
部
（
大
阪
府
側
）

で
は
河
道
掘
削
や
堤
防
整
備
な
ど
を
進

め
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
だ
け
効
率
的

に
、
上
下
流
の
被
害
を
軽
減
す
る
方
策

を
取
っ
て
き
ま
し
た
。

溜
池
の
伝
統
と
大
和
川

奈
良
盆
地
内
の
治
水
を
、
亀
の
瀬
の

流
下
能
力
を
上
げ
る
こ
と
だ
け
で
実
現



さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
大
阪
側
の
橋
梁

や
堰
な
ど
の
施
設
を
す
べ
て
や
り
直
さ

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
現
実
的
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

充
分
な
容
量
の
あ
る
ダ
ム
な
ど
の
施

設
も
つ
く
れ
な
い
条
件
下
で
、
流
下
能

力
を
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
せ
ず
に
奈
良
盆

地
の
治
水
安
全
度
を
上
げ
る
に
は
、
で

き
る
だ
け
溜
め
て
ゆ
っ
く
り
流
す
と
い

う
総
合
治
水
対
策
が
理
に
か
な
っ
て
い

ま
す
。

奈
良
盆
地
で
は
、
古
く
か
ら
灌
漑
用

溜
池
の
開
発
が
盛
ん
で
、
昭
和
初
期
に

は
１
万
３
０
０
０
カ
所
を
超
え
る
溜
池

が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
都
市
化
が
進
む
に
つ
れ
て
数
を

減
ら
し
、
整
備
が
充
分
で
な
い
も
の
も

多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

溜
池
は
雨
水
を
貯
留
し
、
洪
水
を
抑

制
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
溜
池
の
維

持
保
全
を
行
な
い
治
水
に
役
立
て
る
の

は
、
歴
史
あ
る
奈
良
盆
地
な
ら
で
は
の

対
策
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

奈
良
盆
地
の
年
間
降
水
量
は
１
３
０

０
a
で
す
。
全
国
平
均
が
１
８
０
０

a
で
す
か
ら
、
雨
が
少
な
い
地
域
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
水
が
足
り
な
い

奈
良
盆
地
で
米
を
つ
く
る
た
め
に
、
徹

底
的
に
シ
ス
テ
ム
化
し
て
利
水
を
追
求

し
て
き
ま
し
た
。
支
流
の
水
路
が
直
角

に
交
わ
っ
て
い
る
の
は
取
水
し
や
す
く

す
る
工
夫
で
す
が
、
自
然
に
逆
ら
っ
て

負
荷
を
か
け
て
い
る
の
で
そ
う
い
う
所

が
あ
ふ
れ
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
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ネ
ッ
ク
と
な
る

地
滑
り
地
帯
を
擁
す
る

狭
窄
部
が
あ
る
の
は
、
大
阪
府
と
奈

良
県
の
府
県
境
で
す
が
、
狭
い
だ
け
で

な
く
世
界
的
に
も
有
数
の
地
滑
り
地
帯

に
な
っ
て
い
ま
す
。

地
滑
り
は
じ
わ
じ
わ
滑
り
ま
す
の
で
、

土
石
流
と
は
違
っ
て
突
発
的
に
は
起
こ

ら
な
い
の
で
す
が
、
１
９
３
１
〜
１
９

３
２
年
（
昭
和
６
〜
７
）
の
地
滑
り
で
は
、

敷
か
れ
て
い
た
鉄
道
の
線
路
が
埋
も
れ

て
し
ま
う
と
い
っ
た
、
大
規
模
な
被
害

も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

地
滑
り
に
よ
り
河
床
が
隆
起
し
大
和

川
が
堰
き
止
め
ら
れ
、
上
流
部
の
水
位

が
上
が
っ
て
天
然
ダ
ム
に
な
り
あ
ふ
れ

て
し
ま
う
、
と
い
う
被
害
も
起
こ
っ
て

い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
近
畿
地
方
整
備
局
大
和

川
河
川
事
務
所
は
、
１
９
６
２
年
（
昭

和
37
）
か
ら
地
滑
り
対
策
工
事
を
直
轄

で
行
な
っ
て
お
り
、
50
年
か
け
た
大
規

模
工
事
が
や
っ
と
終
了
し
た
と
こ
ろ
で

す
。
地
滑
り
対
策
に
つ
い
て
の
説
明
は
、

後
述
の
〈
亀
の
瀬
地
す
べ
り
資
料
室
〉

に
譲
り
ま
す
。

大
和
川
の
特
徴

河
内
平
野
は
、
縄
文
時
代
の
前
半
ご

ろ
に
は
、
上
町
台
地
が
半
島
の
よ
う
に

突
き
出
た
湾
で
し
た
。
北
か
ら
淀
川
が
、

大和川
亀の瀬

鰻堀池

荒池旧
大
和
川
の
流
れ

布留川

西
除
川

天
見
川

石
見
川

東
除
川

石
川 葛

下
川

竜
田
川

高
田
川

葛
城
川

曽
我
川

飛
鳥
川

佐
保
川

秋
篠
川

富
雄
川

寺
川

千
早
川

初
瀬
川
（
大
和
川
）

総合治水対策の対象区域

大和川
亀の瀬

鰻堀池

総合治水対策の対象区域

荒池旧
大
和
川
の
流
れ

布留川

西
除
川

天
見
川

石
見
川

東
除
川

石
川 葛

下
川

竜
田
川

高
田
川

葛
城
川

曽
我
川

飛
鳥
川

佐
保
川

秋
篠
川

富
雄
川

寺
川

千
早
川

初
瀬
川
（
大
和
川
）

旧
大
和
川
の

竜
田
川 堀池池

荒池
秋
篠
川

雄雄
川

合合治 対策策の対象区域

富

荒

対対対水治合総総

堀鰻鰻堀鰻堀

大和和川
亀の瀬

流
れ

西
除

東
除
川

石
川 葛

下
川

高千

大 布留川

佐
保
川

寺

初
瀬
川
（
大
和
川
）

除
川

天
見
川

石
見
川

高
田
川

葛
城
川

千
早
川

曽
我
川

飛
鳥
川

寺
川

大和郡山城の内堀としても使われていた、農業用溜池
〈鰻堀池〉を大和川総合治水対策事業の一環で整備し、
1万5800Kの治水容量を持つ池へと生まれ変わらせた。
左：稲作の長い伝統を持つ奈良盆地では、徹底的な灌
漑が行なわれてきた。
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南
か
ら
大
和
川
が
大
量
の
土
砂
を
運
ん

で
き
た
た
め
、
弥
生
時
代
後
半
〜
古
墳

時
代
前
半
に
は
湾
が
埋
め
立
て
ら
れ
て

湖
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
縮
小
し
、
現
在

の
河
内
平
野
が
で
き
始
め
ま
し
た
。

稲
作
が
伝
わ
っ
て
か
ら
は
、
川
が
運

ん
で
き
た
肥
沃
な
土
地
に
多
く
の
水
田

が
拓
か
れ
、
大
和
川
の
水
は
田
畑
の
用

水
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

大
坂
を
中
心
と
し
た
経
済
圏
が
で
き
る

と
舟
運
に
よ
っ
て
大
き
な
繁
栄
が
も
た

ら
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
沖
積
平
野
（
河
川
に
よ
る
堆
積
作

用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
平
野
）
の
宿
命
で
、

度
重
な
る
水
害
に
悩
ま
さ
れ
た
地
域
で

も
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
今
米
村
（
現
・
東
大

阪
市
）
や
河
内
・
讃
良

さ
さ
ら

・
若
江
・
茨
田

ま
ん
だ

な
ど
各
郡
の
代
表
者
た
ち
は
大
和
川
の

流
れ
を
大
和
川
と
石
川
が
合
流
す
る
柏

原
か
ら
西
へ
向
け
、
住
吉
・
堺
方
面
へ

流
す
案
を
何
度
も
幕
府
に
嘆
願
し
ま
し

た
が
、
新
川
開
削
に
よ
っ
て
先
祖
伝
来

の
家
や
田
畑
が
潰
さ
れ
る
地
域
か
ら
は
、

激
し
い
反
対
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。

結
局
、
幕
府
が
大
和
川
付
替
え
を
正

式
に
決
定
し
た
の
は
、
１
７
０
３
年

（
元
禄
16
）
10
月
28
日
で
す
。

工
事
は
河
口
に
あ
た
る
堺
の
海
側
か

ら
始
め
ら
れ
、
現
在
の
柏
原
市
役
所
前

で
石
川
と
合
流
す
る
地
点
ま
で
、
西
へ

真
っ
直
ぐ
延
ば
さ
れ
ま
し
た
。
今
で
も

か
つ
て
の
大
和
川
が
水
路
と
し
て
残
っ

て
お
り
、
用
水
と
し
て
使
い
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

幅
１
０
０
間
（
約
１
８
０
C
）
、
延
長
１

３
１
町
（
約
14
D
）
の
新
し
い
川
筋
は
、

川
底
を
掘
り
下
げ
る
の
で
は
な
く
、
堤

防
を
盛
り
土
し
高
台
を
切
り
開
い
て
つ

く
ら
れ
た
の
で
、
天
井
川
に
な
っ
て
い

ま
す
。

断
面
図
を
見
て
い
た
だ
け
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
大
阪
平
野
よ
り
高
い
所
を
流

れ
て
い
ま
す
か
ら
堤
防
が
切
れ
た
ら
大

変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
阪
に
は
人

口
が
集
中
し
て
い
ま
す
か
ら
、
我
々
も

非
常
に
警
戒
し
な
が
ら
治
水
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

川
に
親
し
む
こ
と
で
醸
成

か
つ
て
の
大
和
川
は
、
国
土
交
通
省

直
轄
河
川
の
中
で
水
質
ワ
ー
ス
ト
１
〜

２
の
河
川
で
し
た
。
今
は
環
境
基
準
を

達
成
し
、
天
然
鮎
が
遡
上
す
る
ほ
ど
に

改
善
し
て
い
ま
す
。

下
水
道
の
普
及
率
向
上
の
成
果
も
あ

り
ま
す
が
、
地
元
住
民
の
方
た
ち
が
地

道
に
河
川
環
境
の
改
善
に
取
り
組
ん
で

こ
ら
れ
た
お
蔭
で
す
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
水
質
が
良
く

な
っ
た
お
蔭
で
、
子
ど
も
た
ち
が
川
に

頻
繁
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
堺
の

ほ
う
で
水
辺
の
学
校
を
や
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
川
に
入
る
こ
と
は
文
句
な
し

に
楽
し
い
の
で
す
。
引
率
の
親
御
さ
ん

た
ち
も
と
て
も
楽
し
そ
う
に
し
て
い
ま

す
。楽

し
く
な
か
っ
た
ら
「
ま
た
来
年
も

来
よ
う
」
と
は
思
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
楽
し
い
気
持
ち
が
醸
成
さ
れ

て
、
１
９
９
７
年
（
平
成
９
）
か
ら
ゴ
ミ

拾
い
運
動
が
続
い
て
い
ま
す
。
奈
良
側

と
大
阪
側
で
同
じ
日
に
行
な
っ
て
い
て
、

１
日
に
２
万
５
０
０
０
人
が
参
加
し
ま

し
た
。
ゴ
ミ
の
量
も
半
端
で
な
く
、
今

年
は
１
９
２
万
ｔ
集
ま
り
ま
し
た
。

水
環
境
と
い
う
の
は
水
質
だ
け
で
は

な
く
、
景
観
や
自
然
の
生
態
系
の
豊
か

さ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
要
素
が
あ
っ
て

成
り
立
つ
も
の
で
す
か
ら
、
今
後
も
大

和
川
の
水
環
境
を
考
え
た
り
、
体
験
し

た
り
で
き
る
各
種
の
取
り
組
み
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

「
絵
・
ポ
ス
タ
ー
・
作
文
・
写
真
」
の

コ
ン
ク
ー
ル
〈
大
和
川
コ
ン
ク
ー
ル
〉

は
、
今
年
30
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

大
和
川
が
汚
か
っ
た
と
き
は
、
汚
い

川
を
描
い
た
作
品
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
今
は
川
の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
し

た
気
持
ち
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
表
現
し

た
も
の
が
増
え
て
い
ま
す
。
川
が
き
れ

い
に
な
っ
た
こ
と
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
も
表
わ
れ
て
い
る
と
う
れ
し
く
思
っ

て
い
ま
す
。
入
賞
作
品
集
は
カ
レ
ン
ダ

ー
の
形
に
し
て
、
多
く
の
人
の
目
に
触

れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

若
手
職
員
の
出
前
講
座
も
あ
り
ま
す
。

話
の
導
入
は
環
境
や
生
き
も
の
か
ら
入

る
の
で
す
が
、
興
味
を
引
き
つ
け
た
あ

と
に
治
水
や
大
和
川
の
歴
史
に
つ
い
て

地滑り対策（亀の瀬）地滑り対策（亀の瀬）

ダム 安定した水量を確保し、洪
水時には洪水調節を行い、下流の氾
濫を軽減します。

防災調整池 宅地造成等の市街地開
発では河川への流出量が増大するため、防
災調整池によって雨水を一時的に貯留し、
流出を抑制します。

ため池の保全 ため池は雨水を貯留
し、洪水を抑制する効果があります。その
ため、ため池の維持保全に努めています。

ため池の治水利用 地域の保水機
能を高めるため、大雨時に、より多くの水
を貯められるよう既存のため池施設を一
部改良することで、洪水時に下流域の負担
を軽くします。

雨水貯留浸透施設 
河川の流水を遊水地内に越流
させることにより、下流の氾濫
を軽減します。

遊水地 河川の流水を遊水
地内に越流させることにより、
下流の氾濫を軽減します。

河川改修 川幅を広げたり、築堤を行
なうなど河川改修を進めています。

府県境の狭窄部
（大阪府柏原市峠地区・雁多尾畑地区）

大和川流域で取り組まれている総合治水対策
資料提供／大和川河川事務所（編集部で一部改編）
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も
話
し
て
い
ま
す
。

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
全
体

で
Ｈ
Ｐ
に
〈
魅
せ
る
！
　
現
場
（
現
場

を
支
え
る
人
々
編
）〉
と
い
う
コ
ー
ナ

ー
を
立
ち
上
げ
、
人
手
不
足
が
深
刻
に

な
っ
て
い
る
土
木
・
建
設
関
係
の
技
術

者
養
成
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

地
震
や
豪
雨
な
ど
の
災
害
時
に
は
、

復
旧
作
業
に
あ
た
る
土
木
・
建
設
関
係

の
技
術
者
は
不
可
欠
で
す
か
ら
、
人
材

確
保
は
地
域
社
会
を
支
え
る
上
で
と
て

も
重
要
で
す
。

し
か
し
、
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）
以

降
、
公
共
工
事
の
縮
小
傾
向
が
加
速
し

た
た
め
、
土
木
・
建
設
業
界
は
採
用
を

控
え
て
人
材
の
減
少
が
進
み
、
次
世
代

を
担
う
技
術
者
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
治
水
対
策
と
い
う
の
は
、

我
々
が
一
方
的
に
土
木
工
事
で
実
現
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
地
元
の
み
な
さ
ん

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
や
人
材

育
成
も
含
め
て
、
広
い
視
野
で
長
期
的

見
地
に
立
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
す
。

我
々
は
「
身
近
な
こ
ん
な
こ
と
も
総

合
治
水
で
す
　
〜
家
庭
で
も
で
き
る
工

夫
〜
」
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
紹
介

し
て
き
ま
し
た
。

国
、
市
町
村
、
個
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
レ
ベ
ル
で
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

総
合
治
水
基
本
骨
子
の
４
番
目
、「
流

域
住
民
に
治
水
上
の
問
題
に
つ
い
て
理

解
と
協
力
を
求
め
る
働
き
か
け
を
行

う
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
が

行
な
っ
て
き
た
広
報
活
動
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。

雨
水
貯
留
や
植
物
を
育
て
る
こ
と
、

大
雨
の
と
き
に
お
風
呂
の
水
を
流
さ
な

い
な
ど
、
小
さ
な
こ
と
で
す
が
個
人
で

も
取
り
組
め
る
こ
と
を
実
践
し
て
、
川

や
治
水
へ
の
意
識
を
醸
成
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

取
材
日：

２
０
１
４
年
７
月
28
日
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地形が北側に向かって低くなっている

大和川より低い大阪平野 
資料提供／大和川河川事務所

春日大社や東大寺にほど近い鷲池と東西の荒池は、
奈良市街地の洪水抑制機能を持った灌漑用溜池。中
でも最大の容量を持つ西の荒池は治水安全度の面で
最も重要な役割を担っていることから、〈特定保水池〉
として整備が行なわれた。治水容量は1万7590K。

建設事務次官通達（当時）として1980年（昭和55）に出された
〈総合治水対策の推進について〉。総合治水の基本骨子

１総合治水対策特定河川に係る河川改修事業を積極的に推進する。

２１の河川改修事業並びに河川流域における適正な保水・遊水機能の維
持、確保等についての方針及び対策等を内容とする流域整備計画を策
定し、これに基づき諸対策を講じる。

３適正な土地利用の誘導と緊急時の水防、避難等の便に資するため洪水
による浸水実績を公表する。

４流域住民に治水上の問題について理解と協力を求める働きかけを行う。

上：大和川河川事務所では、「大和川を知る」「大和川を治める」「大和川とくらす」
「大和川を守る」という四つのカテゴリーのリーフレットを発行して、地元の川への理
解を深めてもらう努力を行なっている。
下：〈大和川コンクール〉の入賞作品で構成されたカレンダー。これも、大和川に愛
着を持ってもらうための広報活動の一環だ。



河
床
を
持
ち
上
げ
る

特
殊
な
地
形

亀
の
瀬
地
滑
り
地
帯
は
、
大
阪
府
柏

原
市
峠
地
区
・
雁
多
尾
畑

か
り
ん
ど
お
ば
た

地
区
に
あ
り
、

大
阪
湾
の
河
口
か
ら
24
〜
25
d
の
距
離

に
あ
り
ま
す
。
地
滑
り
の
規
模
は
、
長

さ
約
１
１
０
０
c
、
幅
約
１
０
０
０

c
、
最
大
厚
さ
（
滑
り
面
の
深
度
）
70
c

で
、
移
動
土
塊
量
は
１
５
０
０
万
k
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
和
川
の
河
床
が
何
度
も
隆
起
し
て

い
る
原
因
は
、
亀
の
瀬
の
地
滑
り
面
が

大
和
川
の
下
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
た

め
で
す
。

地
滑
り
に
よ
り
河
床
が
せ
り
上
が
り
、

川
が
堰
き
止
め
ら
れ
る
た
め
上
流
に
水

が
溜
ま
っ
て
水
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。

特
に
１
９
３
１
〜
１
９
３
２
年
（
昭

和
６
〜
７
）
の
災
害
時
に
は
、
河
床
が
９

c
も
上
昇
し
、
奈
良
県
王
寺
町
が
浸
水

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
１
９
６

７
年
（
昭
和
42
）
に
発
生
し
た
地
滑
り
で

は
国
道
25
号
線
も
せ
り
上
が
り
ま
し
た

が
、
こ
の
土
砂
を
ど
け
る
と
重
し
が
な

く
な
っ
て
押
さ
え
る
力
が
弱
く
な
り
、

再
び
地
滑
り
を
誘
発
す
る
の
で
、
国
道

の
せ
り
上
が
り
部
分
は
残
し
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
ま
す
。
道
路
を
走
っ
て
い
る

と
き
に
、
せ
り
上
が
っ
た
所
が
感
じ
ら
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すべり面

固い安定した地層

地すべりしやすい地層

排土する前の土

集水ボーリング工
うこいすうゅし

横ボーリング工
うここよ

はい      ど       こう

排土工

しゅう すい    せい    こう

集水井工

うこいす   いは

排水トンネル工

こう   かん    くい    こう

鋼管杭工

しん       そ     こう

深礎工

亀の瀬で行なわれた主な地滑り対策工
資料提供／大和川河川事務所

地滑り地帯の中にも地下水が集まってくる箇
所がある。専門家によってその場所を特定し、
集水管となる竪坑をつくる。

大和川

国道
大和川

正常な場合 地すべりが起きた場合

すべり面 すべり面

地滑り面が大和川の河床を上げる 
資料提供／大和川河川事務所

1回目のドロコロ溶岩

2回目のドロコロ溶岩
川
和
大

ル
ネ
ン
ト
R
J
道
国

25
号

すべり面

亀の瀬の地滑りメカニズム 
資料提供／大和川河川事務所（編集部で一部改編）

過去に
火山が
噴火号

52

国
道

J
R
ト
ン
ネ
ル

大
和
川

目回1

編（所務事川河川和大／供提料資

メり滑地の瀬の亀

             

         

   

           

            

 

 

岩溶ロコロドの目回2

岩溶ロコロドの

）編改部一で部集編

ムズニカ

             

         

   

           

            

 

 

火噴
が山火
に去過

             

         

   

           

            

 

 

             

         

   

           

            

 

 

             

         

   

           

            

 

 

所

合場な常正

務事川河川和大／供提料資

川和大が面り滑地

ル

             

         

   

           

            

 

 

る

場たき起がりべす地

げ上を床河の川

べす

             

         

   

           

            

 

 

合場

面りべ

             

         

   

           

            

 

 

             

         

   

           

            

 

 

             

         

   

           

            

 

 

川和大／供提料資

行で瀬の亀
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を

よこ こう

工グンリーボ横

工ルネント水排
はい すい こう

深
んし

坑竪るなと管水集
に家門専。るあが所
もに中の帯地り滑地

             

         

   

           

            

 

 

しゅうすい こう
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工井水集
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工礎
うこそ
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 向かって右が地滑り面。大和川の河床下の地盤ごと
動かすようにして滑っていく。

亀
の
瀬
地
す
べ
り
資
料
室

調
査
課
建
設
専
門
官

北
方
泰
憲
さ
ん

れ
ま
す
か
ら
意
識
し
て
通
っ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

地
滑
り
と
崖
崩
れ
の
違
い
は
、
じ
わ

じ
わ
滑
り
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
か

突
発
的
に
起
き
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。
亀
の
瀬
の
地
滑
り
は
、

滑
っ
て
き
た
土
が
大
和
川
に
運
び
去
ら

れ
る
こ
と
で
重
し
が
取
れ
て
、
新
た
な

土
が
再
び
滑
り
始
め
る
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
ま
す
。

巨
大
な
深
礎
工

し
ん
そ
こ
う

亀
の
瀬
地
滑
り
の
対
策
で
は
、
地
下

水
排
除
工
（
排
水
ト
ン
ネ
ル
工
、
集
水
井
工
、

集
水
ボ
ー
リ
ン
グ
工
）
と
排
土
工
で
地
滑
り

活
動
を
沈
静
化
さ
せ
、
深
礎
工

し
ん
そ
こ
う

と
い
う

巨
大
な
杭
を
滑
り
面
よ
り
下
の
固
い
安

定
し
た
地
層
ま
で
打
ち
込
ん
で
、
滑
ろ

う
と
す
る
土
の
塊
を
せ
き
止
め
る
工
事

を
行
な
い
ま
し
た
。
滑
り
面
が
浅
い
部

分
に
つ
い
て
は
、
鋼
管
杭
工
を
用
い
て

地
滑
り
活
動
を
抑
止
し
て
い
ま
す
。

亀
の
瀬
で
は
直
径
6.5
c
、
深
さ
最

大
96
c
（
大
阪
の
通
天
閣
の
高
さ
と
ほ
ぼ
同
じ
）

の
大
規
模
な
構
造
を
採
用
し
て
お
り
、

我
が
国
最
大
規
模
の
深
礎
工
と
な
っ
て

い
ま
す
。
亀
の
瀬
の
深
礎
工
に
は
６
０

０
０
ｔ
の
抑
止
力
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
深
礎
工
を
つ
く
る
工
程
は
、
非

常
に
手
間
が
か
か
り
、
１
本
完
成
さ
せ

る
の
に
、
３
年
の
年
月
を
要
し
ま
す
。

土
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
１
c
掘
る
ご

と
に
周
囲
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
な



が
ら
、
直
径
6.5
c
で
深
さ
約
１
０
０

c
の
空
洞
が
で
き
る
ま
で
掘
り
進
め
て

い
き
ま
す
。
空
洞
が
で
き
た
ら
、
底
か

ら
順
に
工
場
か
ら
運
び
込
ま
れ
た
長
さ

12
c
の
鉄
筋
（
太
さ
は
直
径
51
a
）
を
36

b
間
隔
で
立
て
込
み
ま
す
。

垂
直
方
向
に
延
ば
す
に
は
、
12
c
の

鉄
筋
を
ネ
ジ
切
り
し
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ

て
使
い
ま
す
。
溶
接
で
は
強
度
が
維
持

で
き
な
い
た
め
で
す
。
円
周
方
向
に
は

太
さ
22
a
の
鉄
筋
を
15
b
間
隔
で
ぐ
る

り
と
回
し
、
12
c
打
ち
込
む
ご
と
に
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ま
す
。

地
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
か
ら
見
え
ま

せ
ん
が
、
亀
の
瀬
の
大
和
川
沿
い
の
地

中
に
は
深
礎
工
42
本
を
含
め
て
１
７
０

本
も
の
杭
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
大
規
模
な
土
木
工
事
は
50
年

の
歳
月
を
要
し
て
、
２
０
１
０
年
（
平

成
22
）
に
や
っ
と
完
遂
の
目
処
が
立
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

地
滑
り
を
防
止
す
る
た
め
の
工
事
は

終
了
し
ま
し
た
が
、
こ
の
先
何
が
あ
る

か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
工
事
完
了
後
も

観
測
を
続
け
て
い
ま
す
。
地
上
の
土
地

の
伸
縮
と
、
地
中
の
滑
り
面
の
動
き
、

そ
し
て
地
下
水
が
し
っ
か
り
抜
け
て
い

る
か
を
見
極
め
る
た
め
に
地
下
水
位
も

計
っ
て
い
ま
す
。

発
見
さ
れ
た
煉
瓦
ト
ン
ネ
ル

地
滑
り
地
帯
の
中
に
ト
ン
ネ
ル
を
つ

く
っ
て
通
っ
て
い
た
旧
・
国
鉄
（
現
在
の

25 雨水を溜め、安全に流す知恵—大和川の総合治水

下：コンクリートと鉄筋で固められた深礎工の実物大模
型。上に乗っている太い鉄筋が使われている。
左中：排水トンネル内部を見学。
左上から：トンネルの一部を窓抜きにして、偶然発見さ
れた地滑り面を見せている／関西本線 亀の瀬隧道跡。

地滑り対策について説明する
北方泰憲さん。

Ｊ
Ｒ
）
関
西
本
線
も
、
１
９
３
１
〜
１

９
３
２
年
（
昭
和
６
〜
７
）
の
と
き
の
地

滑
り
で
押
し
潰
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
地
滑
り
で
圧
壊
し
た
と
思

わ
れ
て
い
た
亀
の
瀬
隧
道
の
遺
構
が
、

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
の
11
月
に
発
見

さ
れ
た
の
で
す
。
レ
ー
ル
や
枕
木
が
な

い
の
は
、
地
滑
り
は
１
日
に
最
大
で
も

52
b
し
か
動
か
な
い
の
で
、
充
分
に
持

ち
出
す
時
間
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

先
程
、
谷
口
が
お
話
し
し
た
「
魅
せ

る
！
現
場
」
で
、
大
和
川
河
川
事
務
所

か
ら
亀
の
瀬
を
ご
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、

煉
瓦
で
で
き
た
当
時
の
隧
道
の
中
に
入

っ
て
見
学
も
で
き
る
た
め
鉄
道
フ
ァ
ン

に
大
人
気
と
な
り
、
２
０
１
３
年
度

（
平
成
25
）
に
は
、
全
国
か
ら
１
０
０
０

人
を
超
え
る
見
学
者
が
来
場
さ
れ
ま
し

た
。大

和
川
が
世
界
有
数
の
地
滑
り
地
帯

を
擁
す
る
こ
と
や
、
先
進
的
な
土
木
技

術
で
大
規
模
な
地
滑
り
地
帯
を
治
め
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
良
い
機

会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
資
料
室
並
び
に
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
見
学
に
つ

い
て
は
事
前
申
込
み
制
）


