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 我々、琵琶湖・淀川流域市町村長は、淀川水系河川整備計画原案と今後の河川整備 

 

に関する建議をここに取りまとめた。 

 

 貴職におかれては、本建議の趣旨に沿い、早急に河川整備計画を策定し、今後の河 

 

川整備に当たられるよう強く要望する。 
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私たち琵琶湖・淀川流域の市町村長は、安心で安全な都市を築き次世代へ引き継ぐ

責務を有するとの認識のもと、地域住民の声に耳を傾け、現地で自らの目を凝らしな

がら、住民生活の向上を図るため、日々努力を続けているところである。 

近年国内各地で頻発している集中豪雨や気候変動の影響とも思われる少雨化傾向

などを鑑みれば、未曾有の洪水や渇水などへの備えが急務となっている。 

しかしながら、悠久の昔から我が国の政治・社会・経済の中心であった琵琶湖・淀

川流域における河川整備の現状は、国が管理する区間でさえ、戦後発生した洪水が再

来すると氾濫するおそれがある箇所が未だ多数残されているということを知らされ、

驚愕するとともに、失望さえも感じている。 

こうした中、今般、国において淀川水系に関わる河川整備計画原案をまとめられた

ことは、国土の保全、国民の生命財産の保護に大きく寄与するのみならず、国土形成

計画法にも唱われている、成熟社会における持続可能な土地利用の確保に向け、大き

な推進力になるものと受け止めているところである。 

ついては、今回の河川整備計画原案は、国が管理する区間を対象としたものである

が、河川整備を行う上では流域という観点を踏まえた一貫性のある河川政策が必要で

あることから、国及び関係する府県に対して、琵琶湖・淀川流域の住民生活に総合的

な責任を有する市町村長の総意として、次の事項を尊重するよう建議する。 

 

１ 国及び関係する府県は、琵琶湖・淀川流域の将来的発展という長期的視点に立ち、

流域住民の安全で安心できる暮らしの実現、河川環境の保全と水源地の保全・再生

などの流域対策及び河川整備を一層推進すること。 

 

２ 河川整備計画における当面の目標を戦後最大洪水対応に留めることは止むを得な

いとは考えるものの、国土の保全及び住民の生命・財産の保護は国の基本的な責務

であり、なかでも水害・土砂災害対策は河川整備の根幹であり最優先されるべき項

目である。 

したがって、国において流域内の本支川バランス、上下流バランスを確保しつつ、

河道の適正な管理（樹木伐採等）並びに既存洪水調節施設の有効利用及び長寿命化

を進めた上で、計画的に河川整備やダム整備等を行うとともに、流域全体において

被害をできるだけ軽減できるよう、流域対策や河川整備に必要な財源を安定的かつ

十分に確保すること。 

 

３ 琵琶湖・淀川流域のもたらす豊かなめぐみを享受し共有する上での責務を果たす

努力を惜しまないという認識のもと、河川整備と一体となったまちづくりを展開す

ることとしているので、国及び府県における河川整備にあたっては各市町村の特徴

と自主性に十分配慮すること。 

特に、河川敷の利用については、現在利用されている状況も鑑み、利用者の意見

も踏まえた上で、適切な利用が行われる仕組みを構築すること。 
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４ 水害・土砂災害による被害を少しでも防ぐためには、国、府県と市町村の連携強

化が必要であり、緊急時の情報提供・技術的助言などの支援や市町村間の調整に主

体的に関わるなど、流域一体となった水害に強い地域づくりの構築を支援すること。 

 

５ 琵琶湖・淀川流域の水のめぐみを将来にわたって享受するため、市町村の意見を

充分に反映した上で、水源地の保全・再生を含めた安定的な水資源の確保と異常渇

水に対する対策を確実に講じること。 

 

６ 河川整備計画に盛り込まれた内容をより効率的、効果的に実施するとともに、水

源地の保全や水害に強いまちづくりなど流域の市町村が一体となって取り組むべ

き課題の解決策を検討するため、琵琶湖・淀川流域の市町村と河川管理者が一堂に

会して意見交換を行う場を設立すること。 
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各市町村長からの補足意見及び個別意見 

 

◇三重県 

○伊賀市 

上野遊水地事業、木津川上流域の河道改修及び川上ダム建設事業の三施策は、伊賀

地域にとって治水対策の根幹をなすものであり、一つでも欠けると「安全と安心」を

守ることは出来ません。特に、川上ダム建設は治水対策と伊賀水道用水の安定供給を

図るため絶対必要であります。早急な関係手続きの完了と、対策を強く要望する。 

 

○名張市 

名張川及び宇陀川は、上流部に位置する３ダムの総合的な洪水調整により安全度が

高まってはいるものの、護岸の未改修区間が残っており、また本川水位の上昇に伴う

支川側への逆流により、堤内地の浸水被害がたびたび生じている。こうしたことから、

未改修区間の護岸整備と本川の河床掘削を早期に実施されるよう強く要望する。 

また、自然に恵まれた名張市において、市民に潤いと安らぎを与える貴重なスペー

スである親水空間の確保を図るとともに、河川敷の雑草木除去など適切な維持管理に

より、住民生活への影響に配慮した水辺環境の保全と活用に努められたい。 

 

◇滋賀県 

○大津市 

 本市がそれぞれ早期建設を要望している大戸川ダムと大津放水路は、過去甚大な被

害を繰り返し受けてきた流域住民の悲願であり、抜本的治水対策の要であると認識し

ている。 

したがって、この両事業が、今後河川整備計画に明確に位置づけられ、早期に完成

されることを強く要望する。 

 

○長浜市 

河川管理者の責務として、姉川・高時川流域住民の安全で安心できる暮らしの実現、

河川環境の保全と水源地の振興、さらには琵琶湖淀川流域の将来的発展という長期的

視点に立って河川整備計画を策定され、流域住民や長浜市をはじめ関係市町で構成す

る高時川治水対策協議会の悲願である丹生ダムの建設については、洪水対策は当然の

こと、異常渇水対策、高時川の瀬切れ対策をも考慮された水面を有するダムを明確に

位置づけされ、早期完成されるよう強く要望する。 

 

○近江八幡市 

（河川の環境並びに利水について） 

ライフスタイルの変化や治水対策が進むにつれ、人と川のつながりや、川への感謝

の気持ちが薄らいできています。 

また、生活の安全や、利便性を求めた都市基盤整備をおこなったため、地域に環境

用水がほとんど流れなくなるとともに、集落を流れていた小川も深刻な状況になり、

水生生物の生息が危ぶまれています。小川など多くの河川が流れこむ琵琶湖の水質も
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深刻な状況になっています。 

古来より、人は水を大切にし、水とともに生活を営んできました。また、環境用水

は火災等の災害時には、住民の生命・財産を守る貴重な水であり、今も初期消火にお

いても、必要な水であります。もう一度水に感謝し、水と親しむことができ、水を大

切にする河川整備を行い、さらに集落の環境保全や防火用水を確保するため、集落内

への環境用水が取水可能な、河川整備を進めていただきたい。 

 

○草津市 

草津川の金勝川合流点より上流部につきましては、天井川であり、その危険性は非

常に高く、河川構造物の老朽化も見られることから、安全の確保のため、平地河川化

への事業促進を早期にお願いしたい。 

 

○守山市 

１．野洲川では、堤防詳細点検が実施された結果、９．4ｋｍの区間で浸透に対する

安全性が不足する結果が公表されました。沿川住民にとっては、安全性が確保され

ないのは、大きな不安であり、早期の対策を強く望んでおり、早急に堤防補強工事

を実施願いますよう強く要望致します。 

 

２．野洲川の河口部に土砂が堆積しており、漁船や船舶の航行に影響していることか

ら、早期の浚渫を漁業組合から要望されておりますことから早急に実施願いますよ

う強く要望致します。また、今後の対策として、河口部に土砂が堆積しないような

対策工事を早急に実施願いますよう強く要望致します。 

 

３．野洲川の新放水路においては、毎年維持管理を願っておりますが、暫定通水より

３０余年が経過しており、特に樹木が繁茂している状態であり、流水の阻害となっ

て来ており、河川内の樹木を早急に撤去して頂けるよう強く要望致します。 

 

○栗東市 

近年の気象変化に伴うものか、予想もされない集中豪雨に見舞われるものに対処す

べく、「堤防の補強が必要であることが明らか」な当地の野洲川については、早期に

補強実施して頂く事を強く要望します。また、当市は「ふるさとの川整備事業」を平

成１０年度に認定頂いており、併せて事業の進捗も強く要望します。 

 

○甲賀市 

ダム上流に１万４千人が生活する地域を有する甲賀市として、大戸川ダム建設計画

を明確に「河川整備計画」に位置付け、大戸川ダムを早期に建設し、過去の経緯を踏

まえ、主要地方道大津信楽線の早期完成と水源地域整備計画堅持の地域振興支援に取

り組まれたい。 

 

○野洲市 

下流野洲川放水路は概成し洪水に対する安全性は大幅に増大いたしましたが、一方、
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石部頭首工より上流部においては、通水断面不足や護岸の崩壊等の危険性も大きく、

沿川には国道1号、JR草津線と重要な交通路線があり、また、周辺の都市化も進ん

でいることから洪水による災害の際には、住民の生命・財産や経済機能にも甚大な被

害が発生することが想定されます。 

つきましては、石部頭首工より上流杣川合流点（約 10.5ｋｍ）までの未改修区間

につきまして国土交通省直轄区間に編入いただき、一日も早く改修事業を実施してい

ただきたく要望するものです。                         

 

○湖南市 

野洲川石部頭首工より上流部は、通水断面不足や護岸の崩壊等の危険性も大きく、

沿川には国道１号・国道１号バイパスやＪＲ草津線などの重要な交通路があり、さら

に周辺の都市化も進んでいることから、洪水による災害がおこった場合は住民の生命、

財産や経済機能に大きな被害が発生するおそれがあります。 

ついては、石部頭首工から上流杣川合流点（約 10.5ｋｍ）までの未改修区間を国

土交通省直轄区間に編入していただき、１日も早く改修事業を実施して頂きたく要望

するものです。 

 

○高島市 

平成 19 年 9 月 5 日付け国近整琵琶調第 17 号で国土交通省近畿地方整備局琵琶

湖河川事務所長より照会のありました「淀川水系河川整備計画原案」に対する意見に

格別のご配意を賜りたい。 

 

○米原市 

 平成 17年 6月に国土交通省から琵琶湖浸水想定区域図が公表されましたが、想定

区域図でも明白なように、米原市琵琶湖沿岸の一部は、昭和20年代の国の食糧増産

政策のために、国営事業として琵琶湖を埋め立て、いわゆる入江干拓として優良な農

地であります。現状は、高度経済成長とともに土地利用の転換が徐々に図られ、現在

は住宅や公共施設も立ち並び市街化区域に連たんしています。昭和59年には国の内

水排除計画が策定され、それに基づきポンプ施設が設置され、一定の役割を果たして

きました。 

しかしながら、米原市の中心市街地は琵琶湖の内水排除流域にあり、琵琶湖の背水

の影響を受ける低地であることから、過去幾度となく浸水被害を被っております。米

原市では、内水排除施設の弾力的な運用や超過洪水対策として市街地の上流に新たな

調整池を設置する等、より安全な市街地を形成するため、治水安全度を更に上げる対

策等を講じているところです。 

原案中の「瀬田川洗堰の全閉操作は行わないこととし・・・」は一歩前進した内容

ととらえておりますが、今後とも琵琶湖水位の適切な調整管理に取り組んでいただく

ようお願いするものです。 

 

○安土町 

 洗堰の全閉解除の件は、あり得るのだということを、下流の方には、十分理解して
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頂きたい。 

 

○甲良町 

今回示された河川整備計画原案は、環境に配慮した河川整備と洪水時の対策が取り

組まれていますが、本町を通過する一級河川犬上川があります。 

近年における局地的集中降雨等が頻繁に起こっている状況から見ても、琵琶湖に注

ぐ河川全体の整備計画を立案され、整備促進を図っていただきたい。 

また、平成9年度に河川法が改正され、環境に配慮した河川整備となりましたので、

地域の実情にあった、一級河川（犬上川）整備と水質保全に取り組まれることを強く

要望します。 

 

○虎姫町 

河川整備計画原案では、丹生ダムについては、ダム形式及び治水容量が明記されず、

なおも「調査・検討を行う」となっております。 

このことから地域の安全、環境の保全を担っている自治体といたしましては、姉

川・高時川の河川整備を早急に実施するために、丹生ダムの治水容量を淀川水系河川

整備計画に明記頂きたい。 

 

○湖北町 

地球温暖化の影響で、今後ますますの少雨状況が予想される中、異常渇水時におけ

る高時川の伏流水を水源とする簡易水道の水源確保のためにも、また、恒常化する高

時川の瀬切れが、生物の生息環境を破壊し、生態系に大きな影響を与えていると思わ

れる事や、それによる地域固有の産業の崩壊による地域経済への影響、河川環境が著

しく悪化していることなど流域に与える影響の大きさを考え、丹生ダムによる渇水対

策容量を確保することを前提に、ダム形式やその規模を明確に整備計画に記載される

ことを要望します。 

丹生ダムの形式や容量が決まらず、河川整備計画が立てられていない高時川は、雑

木や竹林が繁茂し、もはや林のようになっている。このような危険な実情を考え、流

域の治水リスクを軽減するために、併せて超過洪水にそなえる意味からも、いち早く

それ相当の容量を確保した丹生ダムを完成させる必要があると考える。そのことを整

備計画に明記されることを要望します。 

農業水利の確保で行われている、琵琶湖逆水事業については、その目的や、負担の

あり方から河川の利水と同じに扱うことは出来ないと考える。そのことを考慮された

整備計画にされる事を要望します。 

 

○高月町 

１．治水対策について 

 去る８月２８日に公表された「淀川水系河川整備計画原案」において、丹生

ダムの治水機能について、「丹生ダムについて、ダム型式の最適案を総合的に

評価して確定するため、調査・検討を行う。」こととされており、ダム建設の

方向は示されているものの、治水容量が明記されていません。 



 7

 高時川は、主に昭和３０年代に１／２０前後の超過降雨に対応できるよう整

備されて以来、丹生ダムの治水容量が決定されないことから、ダム予定地点下

流の洪水対応規模が設定できず、河川改修工事が実施されていません。今回の

淀川水系流域委員会についても、６年余りもの間検討されているにもかかわら

ず、流域住民の安全を無視して無責任にも未だに結論を先送りし、流域住民の

「早く河道改修をしてほしい」という想いを踏みにじり続けております。 

 また、近年の異常気象により、想定以上の降雨により大洪水が発生する可能

性もあり、流域住民は現状の河川規模では非常に危険であると考えています。 

 今回の「淀川水系河川整備計画」の中で、早急に姉川・高時川の河川改修が

可能となるよう、姉川・高時川の河川整備計画が策定できる前提となる丹生ダ

ムの治水容量を明記しなければ、引き続き、流域住民が洪水に対して危険な状

況が続くこととなり、淀川水系の他の一級河川の整備状況と比較して不公平と

なってしまいます。 

 最近提唱されている流域治水については、想定している洪水を超過する洪水

も発生することや、丹生ダムの建設及び河川改修にも時間を要することから、

当然、流域関係市町が連携しつつ強力に推進することは申すまでもありません。 

 以上のような状況の中で、是非とも早急に、姉川・高時川の河川改修ができ

るよう、今回策定される「淀川水系河川整備計画」に、丹生ダムの治水容量を

明記し、姉川・高時川の河川整備計画策定の前提条件を整備していただくこと

を切にお願いします。 

 

２．利水対策について 

 異常渇水対策容量は、今回の「淀川水系河川整備計画原案」において、「丹

生ダム事業において異常渇水対策容量を確保することとしているが、ダムで容

量を確保する方法と琵琶湖で確保する方法があることから、最適案について総

合的に評価し確定するために調査・検討を行う。」こととされており、丹生ダ

ムでの異常渇水対策容量の確保が確定しておりません。 

 琵琶湖総合開発により、琵琶湖の水位でマイナス１．５ｍまで利水できるこ

ととなっております。 

 しかしながら、琵琶湖の水位低下により、現に湖岸地域において当初には想

定されていなかった地下水低下を引き起こし水道水源井戸の水位低下や水質白

濁などが発生しており、もし異常気象の中で琵琶湖の水位がマイナス１．５ｍ

を下回った場合、瀬田川洗堰を全閉するということは下流府県に対し人道的に

できませんが、この琵琶湖の水位低下に伴い、南湖において厳しい悪臭が出て

下流府県の飲料水にふさわしくなかったりと様々な悪影響が発生します。この

ような湖岸地域の水環境の悪化を回避するためにも、極力、琵琶湖の水位低下

となる方法を避けることが必要であると考えております。 

 また、高時川の瀬切れについてですが、淀川水系流域委員会委員より高時川

頭首工地点での過剰取水が原因ではないかとの指摘がなされています。 

 しかしながら、最近（Ｈ１１年～Ｈ１８年）の取水データによりますと、高
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時川頭首工において、かんがい期（４月１１日～９月１５日）の取水量は平均

４．６㎥／ｓ（３．７㎥／ｓ（Ｈ１２年）～５．３㎥／ｓ（Ｈ１６年））程度と

なっており、この間の法定許可水利権は、４月１１日から４月３０日の間は１

０．１８９㎥／ｓ、５月１日から９月１５日の間は１１．２７６㎥／ｓである

ことから、決して過剰取水とはなっておりません。河川法に基づき許可された

範囲で取水しているのです。 

 したがって、下流府県に対する異常渇水対策容量を丹生ダムに求めることに

より、その用水を高時川の瀬切れ対策に活用することが自然であり、地域の水

環境にとって非常に大切なことであると考えております。 

 以上のような観点から、是非とも異常渇水対策容量を「琵琶湖」ではなく、

「丹生ダム」に求めるよう、今回策定される「淀川水系河川整備計画」に明記

していただくよう切にお願い申し上げます。 

 
○木之本町 

「淀川水系河川整備計画原案」によれば、丹生ダムは、姉川・高時川の洪水調節、

琵琶湖の異常渇水対策などを目的に建設する必要があるとされていますが、貯水容量、

ダム形式及び異常渇水対策容量の確保方法については明記されておらず、今後最適案

を総合的に評価して確定するために調査・検討を行うとしています。 

本町においては、高時川が天井川であり、また治水安全度が低いままとなっている

ことから、これまで幾度となく水害に見舞われてきました。そこで、洪水被害の軽減

を図るためには、滋賀県において姉川・高時川の河川整備計画が策定されて、河川改

修事業が推進されることを切望しておりますが、その治水対策の観点から、貯水タイ

プを基本とするダム形式の確定を早急に決定してもらいたい。 

 

○余呉町 

河川整備計画の策定の前段で、整備局による市町村長の意見聴取は評価できます。

しかしながら最終段階においては府県知事の意見が大きく影響します。 

市町村長の意見は、住民の安心、安全に直接責任を持つ者の意見として非常に重い

ものがあり、その意見は府県知事の意見にも反映されるべきと思います。 

以上のことから各府県毎の知事と市町村長との意見交換の場が特に必要であり、充

分なる調整と配慮をお願いするものです。 

 

◇京都府 

○京都市 

 治水安全度向上のために，桂川における河川区域内全体の樹木の伐採，淀大下津地

区の引堤及び河道掘削の実施を推進して頂きたい。また，木津川右岸伏見区淀生津地

区における河川整備を検討して頂きたく要望します。 

 

○宇治市 

本市としては「市民の生命と財産を守るための治水を最優先させ、そのことが確保

された上で景観や生態系などにも最大限配慮すべき」との基本的な考えに基づき、今
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後、市民の意見も参考にして、個別の意見を提出する予定であるので配慮されたい。   

 

○亀岡市 

桂川（京都府管理河川）は、亀岡市域の保津峡狭窄部があることによって洪水氾濫、

浸水常襲地となっている。このため、日吉ダムによる洪水調節と狭窄部の開削を前提

とした治水計画でありますが、どの地域にも負担を強いることのない上下流バランス

のとれた桂川の治水対策、河川改修の早期実現を強く要望する。 

 

○城陽市 

河川敷の利用を促進すべきである。環境も大事であるが、河川敷の利用制限をす

るという考え方は納得できない。 

河川の利用をもっと促進する方向で考えるべきであり、既存の施設は存続された

い。 

 

○長岡京市 

 本市は、桂川・宇治川・木津川の三川が合流する淀川水系の中流域で桂川の下流部

に位置しております。このあたりは、非常に川幅が狭く氾濫・洪水が発生した場合は

非常に危険度が高い場所であり、現在は、国交省において河川改修事業を進めて頂い

ているところであり、早期完成を強く要望いたします。また、支川となる小畑川との

合流部では、樹木が繁茂して流水の妨げとなることから、自然環境を配慮しつつ、適

切な管理の取り組みと河川の増水状況がリアルタイムに情報提供していただけるシ

ステムを要望いたします。 

 

○向日市 

桂川水系である一級河川西羽束師川の治水安全度を向上させるためには、桂川の大

下津地区の引堤事業及び上流区間の河道掘削事業の推進が不可欠です。流域住民が安

心して暮らせる水害に強い地域づくり（雨水流出抑制を推進する流域対策）への支援

と河川整備を一層推進してください。 

 

○八幡市 

本市では、木津川、宇治川、桂川の三川が合流して淀川になる地域を、北部広域交

流拠点と位置付けてまちづくりを進めている。対岸の長岡京市や大山崎町、宇治川を

上った伏見、木津川の流れ橋等、川を軸としたネットワークをうまく形成することで、

自然や歴史を満喫できるいくつかのルートを提供できる。 

このようなネットワークを意識した河川整備を計画に盛り込まれるよう要望する。 

 

○京田辺市 

１．治水・防災 

①木津川堤防の危険箇所の補強 

市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、すべての危険箇所の

堤防補強工事を至急実施されることを要望します。 
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②内水排除対策 

洪水時に木津川の水位が上昇した場合、排水樋門が閉鎖され、内水が排除出来

ないことより、農地のみならず、住宅地の浸水被害が想定されます。下流への影

響等を考慮した一定の運転調整ルールは必要でありますが、既設の排水樋門に強

制排水ポンプの設置を要望します。 

２．利用 

①河川敷の利用 

本市の東を流れる木津川は、緑豊かな自然が残り、市民の憩いの場として 

親しまれています。特に、田辺木津川運動公園及び草内木津川運動公園は、各種

スポーツやレクレーション空間として多くの利用があり、また、広域自転車道の

拠点としてマラソン大会等も盛大に開催される大変重要な公園です。 

   一方、堤外地にある農地は担い手不足等による荒廃地化や、不法占用、ゴミの

投棄等による環境悪化が進んでいます。つきましては、河川敷地等の河川空間は、

市民にとって最後に残された貴重な自然と触れ合える場であり、河川敷の利用に

ついては、自然環境を大切にしながら保存すべき場所は保存し、荒廃地等にあっ

ては、運動公園等により有効に利用し、河川環境の保全を図るべきであると考え

ます。また、大きく、秩序ある河川の保全及び利用の観点から、木津川下流域全

川のゾーニングについても検討すべきと考えます。 

３．維持管理 

①河川内樹木の管理 

河川内に高木が繁茂し、流水の妨げとなっています。早急に樹木の伐採を実施

されるよう要望します。 

 

○南丹市 

日吉ダムの所在市として、ダム建設後においても犠牲を犠牲としない水源地域の事

業計画の推進と、各制度枠の拡大を求める。 

上、中、下流の関係自治体の立場は異なるものの、相互の理解と協力の中で事業計

画策定と事業の実施、継続性が図られることを希望する。 

 

○木津川市 

近年の豪雨は、局地的、集中的な様相を呈し、その頻度と強度は年々激しさを増し、

各地で甚大な被害が頻発しています。 

こうした状況を踏まえ、住民の生命・財産を守るまちづくりを進めるためには、治

水事業を緊急かつ計画的に実施することが重要であると考えます。 

つきましては、今日の公共事業を取り巻く情勢は、厳しい状況であると十分認識し

ておりますが、下記事業が同計画に明確に位置付けられ、早期に実施されることを強

く要望いたします。 

 

（１）木津合同樋門における内水排除施設の設置 

過去から木津川増水時に内水被害を受けている旧木津町中心市街地は、木津川市役

所（旧木津町役場）、木津警察署、公立山城病院等主要公共施設が立地し、ＪＲ各線
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や国道も集中しています。浸水時には、水中ポンプ（φ200mm）５台により応急対

応を行っているところですが、危機管理上の観点からも、新市の中枢部が機能不全に

陥ることのないよう、恒久的対策として、内水排除施設の早期整備をお願いします。 

 

（２）赤田川樋門の改修 

赤田川樋門については、老朽化が進んできており、府事業である赤田川改修と合わ

せた赤田川樋門の改修の早期の実施をお願いします。 

 

○大山崎町 

本町は西に天王山をひかえ、狭隘な地域に通過交通が集中するなどしており、河川

空間のみが有効なオープンスペースとなっております。したがいまして、本町住民に

とって河川は、防災・自然環境・都市型の健康スポーツ・文化・歴史などに係る多面

的な利用空間としての機能を担うものであります。 

その整備にあたっては、とりわけ総合的な視点に立ち、バランスの取れた細やかな

対応を強く要望するところであります。 

 

○久御山町 

久御山町は、淀川水系宇治川と木津川に挟まれた低地に位置しており、局地的な大

雨などによる洪水災害等が発生する危険性が高く、内水排除対策は非常に重要な治水、

また防災行政上の課題であります。 

特に、宇治川に排水している排水機場は町全体の内水対策に直結することからも、

何よりも既存排水機場のポンプ増設を要望いたします。 

また、洪水時の排水ポンプの運転停止は、淀川水系の上下流の調整はあるものの当

該地の排水ポンプの停止を避け、町域における内水被害の発生、危険性が生じないよ

うに万全の対策を講じられたい。 

一方、木津川堤防については、住家の存在する所の補強工事は施工して頂いていま

すが、まだ危険度の高い場所での工事が残っている状況にあり、早急に工事をしてい

ただくよう要望します。 

 

○井手町 

木津川の堤防補強については、実施延長が L=41.3km と大変な事業量があり緊急

堤防補強区間については概ね１０年以内の完了と明記していただいている。 

しかし、地域住民の木津川に対する防災意識も高いことから、早期改修をお願いし

たい。 

（河道内樹木の管理） 

本町は、水防訓練を木津川堤防の玉水橋付近において実施しており、その際などに

消防団を始め地域住民から、年々大きくなっている河道内樹木伐採の要望が多く出さ

れ、防災上からも樹木の伐採を早期に実施してほしい。 

 

○笠置町 

 本町有市地内における木津川右岸の５００ｍ区間は、過去の出水において数回の家
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屋浸水と道路冠水にみまわれ、唯一の幹線道路である国道１６３号の通行止めも発生

しています。これらの被害を防止するために、道路管理者と連携した河川の護岸改修

を要望します。 

 

○和束町 

川には、地域をつなぐ、という役割があります。山林を抱えている自治体は、水を

保全するという意味で、下流に対して貢献しているが、そういう上流の役割の重要性

を評価していただきたい。 

本町の中央を流れる和束川でも、背後地が水田になっている箇所では、護岸高を抑

えて、氾濫しやすくしている箇所があります。人家を守るためには、必要な工夫であ

る。 

 

○精華町 

１． 河川内樹木の管理 

  河道内においては、高木が繁茂したり、堆積土砂などによって流水の妨げとなっ

ている箇所があちらこちらで見受けられるため、その解消に努めていただきたい。 

２．堤防の補強 

  国土交通省では、堤防の安全性を調査された結果では、木津川の堤防補強区間が

一番多いことが明らかとなっています。そのために国土交通省では、緊急堤防補強

区間を設定し概ね１０年以内で完成し、その後順次対策を講じて行くとされていま

すが、一日でも早く治水の安全性を高めるために努力していただきたい。 

３． 堤外民地の解消について 

淀川水系には堤外民地が多く存在していると聞いていますが、木津川沿いにも数

多く堤外民地があります。 

 以前に、淀川流域委員会での提言では、新たな河川整備における河川利用計画の

あり方で、堤外民地の解消を進めると聞いています。 

 この淀川水系整備計画原案においては、堤外民地に係る整理は必要に応じて河川

保全利用委員会での意見を聴くとなっていますが、国土交通省として、堤外民地の

解消について適切な措置を講じていただきたい。 

４．違法行為等について 

  木津川沿いにも多くの違法な耕作が見受けられます。本町でも違法耕作が行われ

ているのは事実であります。その対策として、国土交通省では看板などを掲げて取

締を促されていますが、一向に解消する気配はありません。近傍では堤外民地があ

る進入口にも鉄柵で規制をかけている箇所がありますので、国土交通省におかれま

しては十分な調査の上で、今後の対策を考えていただきたい。 

  ついては、本計画での違法行為の対策として「違法行為是正実施計画」を策定し

早期に是正に努めて行くとなっていますので、早急に適切な対策を講じていただき

たい。 

 

○南山城村 

１）治水・防災 
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地域住民をはじめ国道 163 号利用者の安心・安全確保のため、南山城村地内に

おける護岸工事の施行を要望します。 

２）利用・維持管理 

  水源地域の活性化に向けた水辺の整備、ワンドの再生や遊歩道等、河川環境整備

の推進と併せて河道内樹木の伐採等を強く望みます。          

 

◇大阪府 

○大阪市 

① 高規格堤防や堤防補強事業などを計画的に進めていただきたい。高規格堤防の整
備については、左岸と右岸で差異が生じないような配慮をしていただくとともに、

事業制度面を含めた整備促進策を講じていただきたい。 

② 本市はその水源を淀川に頼っており、取水不能による断水という事態が生じない
ような手だてを講ずることが不可欠です。そのため淀川大堰の水位について、水

位を下げることにより、安定給水に支障を与えることのないよう留意していただ

きたい。 

③ 淀川河川敷における、グラウンドなどのスポーツ施設の利用については、市民ニ
ーズを十分把握のうえ、淀川河川公園の整備計画や河川整備計画に反映されるよ

う考慮していただきたい。また、公園など占用施設の新設及び更新の許可、自由

使用グラウンドの存続については、本市や利用者の意見、周辺環境や地域性など

も含めて十分に考慮していただくようお願いしたい。 

 

○池田市 

・猪名川の改修事業は「川西・池田地区」などにつきまして、順次工事が実施されて

おりますが、いまだに相当数の弱小堤箇所及び狭窄箇所を有しておりますので、事

業の強力な推進を要望する。 

・猪名川河川敷の運動広場の利用者数は年々増大しており、市民のリェクレーショ

ン・憩いの場となっており、今後も有効利用を要望する。 

 

○高槻市 

１．淀川本川堤防下に家屋が連担する地区が多いので、市民は堤防に対する補強など

は、強い思いを持っており、安全安心なまちづくりのため、上・下流バランスのと

れた河川整備計画を進められたい。 

２．本市では鵜殿のヨシ原の保全に努めておりますので、「河川敷の切り下げ」につ

いて、早期の実施計画に入れていただきたい。 

  また、たまりを再生するため芥川合流部・前島地区の河床切下げもあわせて早期

にお願いしたい。 

３．支川の芥川（直轄区間）において、現在の河川敷のグランドを市民との協働で、

自然型公園の再生に取り組んでおります。 

  「川と人の繋がり」のうえでも重要でありますので、国土交通省の方々も是非支

援いただけるようお願いします。 
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○守口市 

１． 中流域の治水安全度が下流に比べて著しく低くなっていることからすれば、地域   

の治水対策を進めることは当然。いずれにしても、流域全体を見て、上中下流のバラ

ンスを視野に入れて、効果的に対策を進めていってほしい。 

 

２． 淀川に自己水源を頼っている守口市としては、市民への水の供給ということに大

きな責任を有していることから、「断水」ということは、市民生活のみならず、企業

にも、ひいては社会経済にも大きな影響が出てくることを懸念する。昨今の異常気象

に鑑みても、断水が発生しないよう万全の措置を講じていただきたい。 

 

３． 河川の利用については、狭い市域においては貴重なオープンスペースであり、ま

た市民の憩いの場でもあることから、その活用については充分、地方公共団体と協議

していただきたい。 

  

○枚方市 

淀川の治水や利水は、市民の安心安全の確保あるいは、生活用水や工業用水として

地域の生活や経済活動に直結することから、その対策については充分に配慮いただき

たい。 

また、淀川の水質や河川環境、景観、水辺へのアプローチ、河川利用、舟運などに

ついても市民との対話を深めたうえで、河川整備計画の検討を進めていただきたい。 

 

○寝屋川市 

・ 治水の必要性、重要性は論を待たない。環境も大事であるが、もし、堤防が決壊

するようなことになれば、大変な事態である。 

・ 下流域の各市は都市化が進み、人口密度も高く、多目的に利用出来る運動広場が

必要である。又最近、寝屋川市でも、水をはじめ環境への関心が高まってきてお

り、河川利用にあたっても、スポーツ一辺倒ではなく、水を大切にする心が育ま

れていくような使い方をしていきたいと考えている。指導者層に対する教育等も

必要と思う。 

・ 淀川から寝屋川に浄化用水が導入されているが、かなり限られたものとなってお

り、それほど多くの量が必要ではないが、水質面や親水面からも、常時、導入さ

れるよう考えていただきたい。 

 

○箕面市 

１．余野川ダム建設に係る地元26項目の要望について、ダム建設の如何に関わらず

国土交通省の責任において誠意ある対応をするとともに、これまでの経過を踏まえ

地元地域振興（下自治会館整備や道の駅建設など）にかかる財政的支援や財源確保

のための仕組み構築に取り組まれたい。 

 

２．河川区域等の管理に関する具体的対策として、「猪名川総合開発事業（余野川ダ

ム）において既に整備した施設や取得済みの事業用地は有効利用を図りつつ適正に
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管理する。」とありますが、約８４haの広大な事業用地について、具体的な維持管

理の対応策が示されておらず、どの様な仕組みや手法で有効利用を図られるのか明

確にされたい。加えて、早急にダム湖予定地の適正な維持管理に向けた財源確保等

の対応策を講じられたい。 

 

３．水と緑の健康都市の事業推進に支障がないよう、大阪府及び本市と協議を行い、

国土交通省としての責任を果たされたい。  

 

４．利水問題については、「箕面森町（水と緑の健康都市）」の水道水源確保が、淀川

水系流域委員会の取り組みなどにより、余野川ダムの建設が大幅に遅れ、ダムによ

る上水供給見通しが明確にならない状況から、やむを得ず府営水道の導入を検討し

た経過を踏まえ、大阪府及び本市と協議・調整し円満に解決できる方策を講じられ

たい。 

 

５．「余野川ダム等洪水調節施設の整備については、・・・実施時期を検討する」と見

解が示されていますが、実施時期を検討した結果について、関係市及び地元住民に

対し、具体的な手続きや進め方について示されたい。 

 

○摂津市 

本市は淀川から用水を河原樋門と五久樋門より取水しており、現在でも、淀川の水

位が低下した場合には、取水に支障をきたしているのが現状でございます。 

河川整備計画では、平常時の水位を現在の概ね OP＋３．０ｍから、OP＋２．５

ｍ程度に低くし、自然の水位変動に近づけるべく、出水時の変動に応じた水位操作を

試行し、操作方法を確立するとの事でありますが、今後とも、取水に支障をきたさな

いように、強く要望する。 

 

○島本町 

・本町は桂川、木津川、宇治川の三川が合流した地点の少し下流にあり、淀川の水位

が上がると、支川の水無瀬川の水がはけずに氾濫し、町域のほとんどが水浸しにな

るという状況で、治水対策は大変重要であると考えている。 

・京都府、大阪府の周辺の自治体が集まり、三川合流地域を何とかして地域の活性化

に結びつけていこうという計画もしており、今後ともご支援をよろしくお願いした

い。 

 

○豊能町 

1.ダム上流域における水資源の涵養及び水質保全について 

一庫ダム上流域の水資源の涵養、森林の公益機能維持のための砂防施設の充実や森

林の荒廃防止事業の推進について効果的に対策を講じていただきたい。 
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◇奈良県 

○宇陀市 

 宇陀市は淀川水系木津川の最上流端に位置し、近畿圏の水源の一つとして豊かな自

然環境の保持に努めています。 

 宇陀川、町並川等の治水対策について、河川整備計画原案の早期実現と土砂災害防

止のため砂防施設の整備促進を強く要望する。 

 また、水源確保と自然環境保全のため、室生ダム湖周辺の環境づくりと景観に配慮

した安全対策の整備を図られたい。 

 

◇兵庫県 

○尼崎市 

１．堤防補強について早急に取り組みをお願いしたい。 

２．河川敷利用については、自然に戻せという意見と限られた空間の利用から今のま

ま必要という両面の意見があり、それぞれのメリット、デメリットを洗い出して、皆

で情報を共有し、議論できるようにして欲しい。 

 

○伊丹市 

・ 伊丹市は市域が狭く、堤内地にグランドの用地を確保することは困難である。一

方、野球をはじめスポーツも盛んであり、自然環境の保全の必要性も十分理解してい

るが、グランド使用を排除しないよう願いたい。 

・ 総合治水の取り組みが担保されていないため、流域対策が進捗しない。例えば、

堤内地の農地や緑地等、総合治水上の位置づけをしたうえで、治水上の補助を行う等

が必要ではないか。 

  

○川西市 

 河川整備計画原案では「狭窄部となっている銀橋上流区間においては・・・神崎川

及び猪名川直轄管理区間の河道掘削完了後に、銀橋の部分開削を実施する」と記述さ

れているが、神崎川及び猪名川の河道掘削には、相当の事業費と期間が必要と考える。 

 整備計画原案にも位置づけられている「総合治水対応の猪名川直轄区間の川西・池

田地区における築堤・護岸及び河道掘削」が完了すれば、直轄区間で１０分の１確率

の治水安全度が確保される。それに併せて、県管理区間においても、総合治水事業の

目標である治水安全度１０分の１が確保されるよう、銀橋の段階的な開削を実施すれ

ば、本市多田地区の浸水被害軽減が図られることとなる。 

 よって、「下流神崎川及び猪名川直轄管理区間の治水安全度に併せて段階的に銀橋

上流区間狭窄部の部分開削を実施する」と原案の修正をしていただきたい。 

 また、現在、３年間の試験運用をしていただいている一庫ダムの管理・運用につい

ては、期間経過後も引き続き同様の運用をお願いしたい。 




