






具体的な整備内容シート（基礎案）

【平成１８年３月２２日版】

2/8治水－４－１

●整備効果
◇現状河道でＳ２８．１３号台風実績降雨の２倍で計算した場合の流量による想定被害

浸水家屋 24,310 (戸)

浸水面積 2,805 (ha)

被災人口 72,665 (人)

被害額 14,003 (億円)

宇治川で破堤した場合の被害額の最も大きい箇所での
浸水想定区域図

●委員会等からの意見
【淀川部会】
今年発生した新潟・福島水害、福井豪雨水害、台風23号による各地の水害などいずれも破
堤による大水害が多発したが、今後の治水対策を考えるとき、改めてこれまでの治水対策を
抜本的に見直す必要があると痛感した。これらは未曾有の集中豪雨による水害とは言え、
「既設の堤防はこれほどまでに軟弱だったのか！」という思いと、「ダムの効果は極めて限定
的だった」という受け取り方が大方の認識であろう。堤防が住民を守れなかったことから、「河
川管理者はこれまで何をしていたのか！」という河川行政に対する住民の批判は到底避けら
れないであろう。
一般に破堤の原因として越水、洗掘、浸透、パイピング現象などが挙げられるが、破堤直前
の堤防の状況を考えると、これらの現象がそれぞれ個別に起こって破堤に至るのではなく、
洪水の現場ではこれらが平衡しかつ複合しているのが通常であると考えられる。このような
状況になっても、破堤さえしなければ甚大な被害、壊滅的な被害は回避できるにちがいない。
越水しても破堤しない堤防、洗掘されても破堤しない堤防、浸透しても破堤しない堤防、さら
にはこれらの現象が複合的に発生しても破堤しない堤防が求められる。河川管理者は高規
格堤防、いわゆるスーパー堤防の整備を推進するとしているが、これは破堤はしないものの、
都市計画やまちづくりとの兼ね合いで事業実施までの調整に長期間を要し、用地買収、建設
費などのコストも高く、河川景観上も問題があり、沿川全体に整備すると言うわけには行かな
い。
このような観点から「淀川堤防強化検討研究会」の答申を見ると、検討の内容および結果が
従来の堤防の常識の域を越えるものではなく、ここからは堤防本体の脆弱性を改善する抜
本的かつ有効な対策を期待することができないと言わざるを得ない。なぜ土堤原則を越えた
画期的な堤防を検討すらしようとしないのか疑問に思う。委員会は、先に「提言」において「ハ
イブリッド堤防」（混成堤防）の検討を提案し、その後意見書においても地下水への影響や強
度、耐久性、耐震性について検討し、実用化を推進すべきとした。「第二次淀川堤防強化検
討委員会」を立ち上げ、これまでのすべての枠組みを外し、委員会の提案を尊重しつつ、海
外の事例も参考にしながら、一から淀川の特性に適した強靭な堤防の整備のあり方を検討し
直すべきである。














