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はじめに

　「アユがもどってきたあ！」「大和川もきれいになったの

だ！」と子どもたちの歓声がひびいています。

　旧版の副読本「わたしたちの大和川」を各学校に配布し

た2000年ごろ，大和川の水質は全国一級河川水系の中でワ

ースト・ワンやツウーでした。

　なぜ大和川は，よごれたのだろう。どうしたらきれいに

なるのだろう。

　大和川は，どこから流れてきてわたしたちの生活と，ど

うかかわってきているのだろうか。

　大和川はつけかえられたって聞いたけれど，いつ，だれ

が，どんな方法でやったのだろう。

　これらの疑
ぎ

問
もん

に，副読本「わたしたちの大和川」はこた

えてきました。だが15年たってデータも変わり，子どもや

地域の人々の取組みも活発になって，学ぶ内容も変えなく

てはなりません。そのため「新版」を刊行しました。

　「水の旅人」という映画に，次のようなセリフがあります。

　「子どもはなぜ背
せ

が低
ひく

いか知っておるか」

　「う，うーん」

　「それはな，大地に近
ちこ

うて，自然の声がよく聞こえるよ

うにじゃ。そして自然と交わした約束をどれだけ守ってお

るか，それがためされるため大
おとな

人になって，大きくなって，

地面からどんどん離
はな

れていくのじゃ。だからのぉ，子ども

のうちに，よく聞いておくのじゃ。大地の歌」

　あなたも，この本を手がかりにして，大和川の声を聞い

て下さい。そして，どんな約束をしたかを，みんなで話し

合ってみましょう。
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5  くらしと大和川コーナー

　大和川ランドにあるいろいろなコーナーをたずねて，

大和川について学習していきましょう。

ようこそ大和川ランドへようこそ大和川ランドへ

４～ 13ページ

52～ 59ページ

14～ 27ページ

28～ 41ページ 42～ 51ページ

94～ 105 ページ

60～ 78ページ

80～93ページ
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う
え

ま
ち

だ
い

ち

　大和川は，１本の流れだけでできている

わけではありません。石
いし

川や竜
たつ

田
た

川などの

たくさんの支
し

流
りゅう

が集まってできています。
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　大和川は，初
は

瀬
せ

川の上
じょう

流
りゅう

にある笠
かさ

置
ぎ

山地

の都
つ

祁
げ

高原をみなもととしています。奈
な

良
ら

ぼん地のまわりの山から流れてくる支
し

流
りゅう

を

集めてひとつになり，大
おお

阪
さか

府
ふ

と奈良県の間

にそびえる生
い

駒
こま

山地と金
こん

剛
ごう

山地の境
さかい

目
め

にあ

る亀
かめ

の瀬
せ

を通って大阪平野に流れ出ます。

　大阪平野に流れ出た大和川は，南から流

れてくる支流を合わせて西に流れ，大阪わ

んに流れこみます。
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（奈良市）

（桜井市）

（柏原市）

（柏原市）

（柏原市・藤井寺市）
（河内長野市）（大阪市・堺市）

（桜井市）

　大和川のようすは，上流から河口にいたるま

で，ずいぶん変
へん

化
か

に富
と

んでいます。上流では小

さな浅
あさ

い川ですが，下流では川はばが広くなっ

ています。また，山地を流れる川と住
じゅう

たく地
ち

を

流れる川とでは，川のようすが大きくちがって

います。
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　大和川流
りゅう

域
いき

をもつ市
し

町
ちょう

村
そん

は 37あり，およ

そ 210万人の人びとがくらしています。ま

た，大和川をとりまく地域には，それより

たくさんの人びとがくらしています。

　市町村ごとの人口みつ度をみると，大和

川の中流から下流にかけて，人口が集
しゅう

中
ちゅう

し

ていることがわかります。
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県境
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2 大和川と地域のあゆみ2 大和川と地
ち

域
い き

のあゆみ

（1） 昔
むかし

の奈
な

良
ら

盆
ぼん

地
ち

　今から 300万年ほど前の奈良盆地は，古奈良湖と

いわれる湖でした。そのころ，生
い

駒
こま

山地がせり上が

って，亀
かめ

の瀬
せ

の谷が

でき，古琵
び

琶
わ

湖の水

を合わせて，大阪側

に流れ出しました。

　約 150～100 万年

ほど前に紀
き

伊
い

半島が

せり上がり，奈良盆

地ができて，南北は

高くまん中が低い地形となりました。そして古琵琶

湖は北へ移動して当時できた淀川に水は流れ，生駒

山地の西側の河内湾
わん

に流れ込むようになりました。

　地名に河
かわい

合町
ちょう

という名があるように，南から初
は

瀬
せ

川，寺川，飛
あすか

鳥川や曽
そ

我
が

川などの川が集まり，北か

らは佐
さ

保
ほ

川，秋
あき

篠
しの

川，富
とみ

雄
お

川，

竜
たつ

田
た

川など 156もの支
し

川
せん

が集ま

り「奈良盆地のへそ」と言われ

るような低い土地になりました。

　それは竹の骨
ほね

が枝
えだ

分
わ

かれして

いる「羽
は

団
うち わ

扇」の形をしていま

現在の琵琶湖

古桂川水系

明神山

亀の瀬
大和川

古奈良湖

古琵琶湖

▲古琵琶湖の古地図

大和高原

古瀬田川

鈴鹿山地

現在の淀川

大
阪
湾

生
駒
山
地

い
こ
ま

葛
城
山
地

か
つ
ら

ぎ

笠
置
山
地

か
さ
ぎ

び わ こ

▲大和川の羽団扇
は う ち わ

初
瀬
川

大
和
川

河合

寺
川飛
鳥
川 曽
我
川

葛下川
葛城
川

布
留
川

佐
保
川

富雄川竜田川

すが，一箇
か

所に河川が集まるため，この地域の洪
こう

水
ずい

や水づかりの原因となりました。広
ひろ

瀬
せ

神社の水
みず

足
たる

池
いけ

は，古奈良湖の名残りです。

奈良盆地の地形と開発

　奈良盆地はまわりを山にかこまれてまん中が低く

なっていて，ちょうどお皿のような形をしています。

今から１万年ほど前まで，盆地のまん中は湖（古奈

良湖）でした。古奈良湖の水は生駒山地と葛
かつら

城
ぎ

山地

のあいだの谷をとおって大阪に流れ出ていました。

　また，古奈良湖にはまわりの山からたくさんの川

が流れこんでいました。これらの川はまわりの山を

けずって下流に土砂をはこびました。今の奈良盆地

は，初瀬川や曽我川，富雄川などがはこんできた土

砂で古奈良湖がうまってできた土地なのです。

　やがて，まわりの山のふもとにくらしていた人び

とがこの新しく生まれた土地にきて田畑を作るよう

になりました。そして，人びとは水はけを良くした

り川の流れを変えたりして豊かな農地に変えていき

ました。特に，奈良時代には条
じょう

里
り

制にあわせて川の

流れも変えました。

　しかし，盆地の底にあたるところほど土地が低い

ので，洪水になると川の水があふれやすく，今も洪

水へのそなえがたいせつです。

条里制
　1000 年以上も前に近
畿地方を中心に広く行われ
た土地区画せいりのこと。
農地をごばんの目のように
直角の区画に作り変えた。
たてを条，よこを里という。
これによって農地の大きさ，
形が同じになり，かんりし
やすくなった。
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（2） 大
おお

阪
さか

平
へい

野
や

と大和川
　今の河

かわち

内平野は 7000～6000年ほど前までは，後に

河
かわち

内わんといわれる海でした。その後，今の淀川や

石川と大和川の合流地点から多くの支
し

川
せん

が北の海に

入りこみ，土砂がつみ重なって河内湖
こ

から河内平野

になりました。

　しかし，南から北への傾
けい

斜
しゃ

がゆるやかなため，川

は蛇
へび

のように曲
ま

がり，土砂をつみ上げるだけでなく，

天井川となってよく洪水がおこりました。その結果

「河内」という地名ができたといわれています。

　300年ほど前まであった新
しん

開
が

池
いけ

，深
ふこ の

野池は河内わ

んが浅くなった河内湖の名残りです。

　生
い

駒
こま

山地の河内平野は急
きゅう

斜
しゃ

面
めん

で，流れる急流の川

は恩
おん

智
ぢ

川に流れこみ，金
こん

剛
ごう

山地の各川は石川に流れ

こんでいます。

　その流れは櫛
くし

歯
ば

の形をしています。

　1704年の大和川のつけかえにより，

大和川もやはり櫛のような形になって

大阪湾に流れこんでいます。　　　　

　河内平野では 3000～2000年ほど前

に米作りをしていた村がたくさん見つ

かっています。

▲河内湾の時代
　（約7000～6000年前）

▲河内湾の時代
　（約1800～1600年前）

河
内
湖上

町
台
地
西
除
川

平
野
川

玉
串
川

恩
智
川
大
和
川東除川

海岸線

長
柄
砂
州

玉
串
川

恩
智
川

大川

日下川

音川

新川

長門川

箕後川

飛鳥川

千石谷
横谷

天見川
佐備川

梅川 大井川

水越川

千早川
宇奈田川
石見川
加賀田川

大乗川

大和川

石
川

西
除
川

東
除
川

大
乗
川

石
川

▲大和川の３つの櫛歯
くし は
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（3） 古
こ

墳
ふん

文化を支えた大和川
巨大な石を舟やいかだで運んだ古墳づくり

　石川の西
せい

岸
がん

に，日本で２番目に大きい誉
こん

田
だ

山古墳

など64の古墳が集まっている古
ふる

市
いち

古墳群
ぐん

があります。

400年から 600年ごろに多くつくられました。

　古墳のひつぎを入れる石室は，巨大な石を組合わ

せてできています。石は九州地方の阿
あ

蘇
そ

石や兵庫県

高
たか

砂
さご

市の竜
たつ

山
やま

石が使われています。

　巨大な石は，どのように運んだのでしょうか。

　舟やいかだにのせて，瀬
せ

戸
と

内海を渡り，今の天満

橋附近の難
なに

波
わ

津
づ

から，平野川，東
ひがし

除
よけ

川から古
ふる

市
いち

大
おお

溝
みぞ

という幅
はば

20 ｍ，深さ７ｍの運
うん

河
が

をへて，運
はこ

ばれたと

考えられています。大昔の大和川は，古代の都を支

えていた

のです。

巨大な石を運
はこ

んだ修
しゅ

羅
ら

を発見（写真提供は藤井寺市教育委員会）

　1978（昭和 53）年４月に，三
み

ツ
つ

塚
づか

古
こ

墳
ふん

の堀から，

長さ 8.8 ｍと 2.9 ｍの大，小のＹ字型の，大きな石

を運ぶ木そり（修羅）が発見されました。

　９月には，カシの木で，実物と同じ修羅をつくっ

て，10トンの石をのせ，下に鉄道の枕
まくら

木
ぎ

のように丸

太をしいて，中学生 300人と市民 100人が「エイシヤ，

エイシヤ」のかけ声で引くと，45秒で 15 ｍも動きま

した。

　現在，大きな方の

修羅は，近
ちか

つ飛
あす か

鳥博
はく

物
ぶつ

館
かん

にあります。模
も

型
けい

と小さい方の実
じつ

物
ぶつ

は，藤
ふじ

井
い

寺
でら

市
し

立
りつ

図
と

書
しょ

館
かん

に展
てん

示
じ

されていま

す。
▲南河内の池溝開発▲古市古墳群

▲藤井寺図書館の展示 ▲発見された修羅

▲箱
はこ

式
しき

石
せっ

棺
かん
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（4） 交
こう

通
つう

路
ろ

としての大和川
1　 古代の大和川を利用した交通
　大昔から大和川は交通路として利

り

用
よう

されてきま
した。そのころ，大和川は亀

かめ

の瀬
せ

の谷をこえて大
阪に入ると，枝

えだ

分かれして北へ進み，京都から流
れる淀

よど

川
がわ

に合流していました。大阪府柏
かし

原
わら

市
し

高
たか

井
い

田
だ

にある古
こ

墳
ふん

から，舟
ふね

をあやつっているようすを
えがいたと思われるへき画が見つかっています。

大和川の上流に都
みやこ

があったころ

　奈良の飛
あすか

鳥に都があったころ，しだいに都と地
方をむすぶ官

かん

道
どう

が整
ととの

えられていき
ました。そのころ，大和川は古

こ

代
だい

日本のげん関
かん

口
ぐち

であった大阪の港
「難

なに わ

波津
づ

」と，奈良ぼん地にある
都とをむすぶ川の道として大事な
はたらきを持っていました。
　607年に聖

しょう

徳
とく

太
たい

子
し

が中国の隋
ずい

に

つかわした遣
けん

隋
ずい

使
し

の小
お

野
のの

妹
いも

子
こ

は，次の年，中国の使

者をつれて帰ってきました。一行は瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

を通っ

て難波津に入り，船を乗りかえて大和川をさかのぼ

り，奈良県桜
さくら

井
い

市
し

三
み

輪
わ

のあたりの港（海
つ ば

石榴市
いち

）で

おり，飛鳥の都に着いたと伝えられています。

2　 奈良の都と大和川

　藤
ふじ

原
わら

京
きょう

は，日本で初めての大
だい

規
き

模
ぼ

な首
しゅ

都
と

でしたが，

16年で終わり，建物も解
かい

体
たい

し，平
へい

城
じょう

京
きょう

に運ばれま

した。佐
さ

保
ほ

川
がわ

を利用した船や１万人以上が徒
と

歩
ほ

や馬

でひっこしたと想
そう

像
ぞう

されています。

　地方には竪
たて

穴
あな

住
じゅう

居
きょ

があった時代ですが，貴族はき

らびやかな衣
い

装
しょう

をつけて

御
ご

殿
てん

に住んでいました。

東と西の

２つの市
いち

に全国か

ら集めら

れた品物

がならび

にぎわい

ました。

な に わ づ

かんどう

▲ 船でのひっこしと市の
ようす想像図
　 （奈良文化財研究所監
修「平城京再現」より）

▲奈良市役所に展示されている平城京復
ふく

元
げん

模
も

型
けい

と
　2010 年平城京遷都 1300 年を記念して復元された大

だい

極
ごく

殿
でん

の写真
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3　 江戸時代の大和川を利用した交通

　大和川の川すじは，300年ほど前に大きく変わり

ました。しかし，奈良盆地と大阪平野とをむすぶ大

和川の交通路としての役わりは，100年ほど前に鉄

道がつくまで変わらずに続いていました。

　今から 400年ほど前，大阪は「天下の台所」と言

われ，たくさんの品物が流通する中心地として栄
さか

え

ていました。奈良と大阪との間には生
い

駒
こま

山地などの

山が南北につらなっているので，船を使って大和川

を利用し，さかんに品物や人が行き来していました。

しかし，大和川の奈良と大阪との境
さかい

にあたる亀の瀬

は，岩が多く，流れが急になったり滝になったりし

ていたので，船で通れません。そこで，品物は亀の

瀬で奈良側，大阪側の船に積みかえられて，奈良や

大阪に運ばれました。また，使われた船は，亀の瀬

を境として奈良側では魚
や

梁
な

船
ぶね

，大阪側では剣
けん

先
さき

船
ぶね

と

よばれていました。大阪のまわりの村々と大阪の中

心とで品物を運ぶ，柏
かし

原
わら

船
ぶね

や国
こく

分
ぶ

船
ぶね

などという船も

かつやくしました。

大和川を運
うん

こうしていた船

大和川の川すじが

大きく変わった話

は，次の「３大和

川を治める」のコ

ーナーで学習しま

すよ。

　あなたが住んで

いる所には，大和

川を利用した交通

のあとは残ってい

ませんか。家の人

や家の近くの人，

地域の歴史にくわ

しい人に聞いて調

べてみましょう。

柏原船・国分船 剣　先　船 魚　梁　船

運こうしていた
地域

大阪京橋と柏原村や国分村の
間

大阪京橋と亀の瀬の間 亀の瀬と奈良の各地の間

運んでいた品物
大阪へ…米，油，綿，しょう油，
大阪の中心から各地の村……
ほしかなどの肥料，塩，炭

大阪の中心から奈良各地へ
……ほしかなどの肥料，塩，炭，
砂糖，紙，酒，せと物など

奈良各地から大阪の中心へ
……米，小麦，ざっこく，綿，
なたね油，そうめんなど

船の大きさ
長さ…約 14m，はば…約２m
荷の重さ…約 1500kg

長さ…約 22m，はば…約２m
荷の重さ…約 3000kg

長さ…約15m，はば…約1.5m
荷の重さ…約1000kg
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4　 大
や ま と

和の産
さん

業
ぎょう

と文化を高めた魚
や

梁
な

船
ふね

　魚梁船は，江戸時代

のはじめ，1610年に

竜
たつ

田
た

藩
はん

主
しゅ

片
かた

桐
ぎり

且
かつ

元
もと

が，

年
ねん

貢
ぐ

米
まい

を大阪に運ぶた

めに始められました。

その時，片桐且元は大

和と河
かわ

内
ち

の境
さかい

にある亀

の瀬の工事をして，岩を取りのぞき，滝
たき

や急流をな

くそうとしましたが，できませんでした。そこで，

亀の瀬より大和の各地へは魚梁船を航
こう

行
こう

させ，亀の

瀬より大阪の中心までは剣先船を航行させることに

なったのです。

　大阪から大和や河内に運びこまれる干
ほし

鰯
か

や油かす

などの肥料の多くは，江戸時代から明治時代にかけ

てさかんに行われた綿
わた

作りに使われました。

そして，大和や河内で作られた綿が大阪に

運びこまれ，農家も大阪商人もうるおった

のです。

　今の河合町の御
み

幸
ゆき

橋
ばし

の南東にあった川
かわ

合
い

浜
はま

や，対岸の安
あん

堵
ど

町
ちょう

笠
かさ

目
め

にあった「御
ご

幸
こ

ケ
が

瀬
せ

」は，たくさんの荷物が集まるところで

した。川の南にある川合浜には市が立ちな

らび，荷物や人が行きかったため，「市
いち

場
ば

」

とよばれるようになりました。また，さら

に上流へも荷物は運ばれ，初
は

瀬
せ

川は天理市

の天
てん

神
じん

（今の嘉
か

幡
ばた

周辺）まで，寺
てら

川
かわ

と飛
あす か

鳥川
がわ

は田
た

原
わら

本
もと

町の今
いま

里
さと

と松
まつ

本
もと

まで，佐
さ

保
ほ

川
がわ

は大和郡山市の板
いた

屋
や

ケ瀬
せ

と筒
つつ

井
い

まで運んだそうです。

5　 大和川のつけかえと柏原船や剣先船

　大和川は大阪平野に入ると北に向

かい，久
きゅう

宝
ほう

寺
じ

川や玉
たま

串
ぐし

川などに分か

れ，たびたび洪
こう

水
ずい

を起こしました。

▲ 大阪から来た剣先船の
荷物を魚梁荷場舟役

やく

所
しょ

を通って魚梁浜で魚梁
船に荷物をのせかえて
運びました。

▲「川合浜」で栄えた河合町川合の市場地区の町並み

▲綿をつむぐ（綿圃要務より）
「大

や ま と

和河
かわ

内
ち

和
いず

泉
み

の三ケ国の田地にては，
女に限らず男子もみな糸をつむぐな
り」と言われるほど，綿作りがさかん
でした。

藤井問屋（上の地図下）
　剣先船で運ばれてきた荷
物を下ろし，魚梁船ではな
く，牛馬を使った荷車で大
和の各地に運びました。

　河合町の市場地区の大

通りにはたくさんの店が

あったそうだよ。宿屋や

料理屋，芝居小屋，市が

立つ場所もあったそうだ。

　河合町の市場地区の大　河合町の市場地区の大

通りにはたくさんの店が通りにはたくさんの店が

あったそうだよ。宿屋
や
あったそうだよ。宿屋

立つ場所もあったそうだ。立つ場所もあったそうだ。
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1620年と 1633年に大洪
こう

水
ずい

で被
ひ

害
がい

を受けた柏
かし

原
わら

村を
立ち直らせようと，平

ひら

野
の

と河内の代官であった末
すえ

吉
よし

孫
まご

左
ざ

衛
え

門
もん

は，大阪奉
ぶ

行
ぎょう

所
しょ

の許可を得て，柏原村から
平野を通って大阪京橋まで向かう柏原船を運行させ
ました。同じように，柏原村の南にあった国分村で
も，国分船を仕立て，京橋まで荷物を運びました。
柏原船や国分船が，大阪の中心から河内平野の農村
に肥料を運び，米や綿などの農作物を集めることで，
大和川流域の農村も豊かになっていったのです。
　しかし，1704年に行われた大和川のつけかえ工事
で，大和川は石川と合流すると北へは向かわずに，
西の堺へ向かうようになりました。北へ向かう長

なが

瀬
せ

川（旧大和川本流）や平野川などの水量は少なくな

りましたが，大和川から旧大和川の地域に
田畑で使う水を送る水

すい

門
もん

もでき，新しい田
畑がたくさん開かれました。新

しん

開
が

池
いけ

や深
ふこ

野
の

池
いけ

と大きな池もうめ立てられ新田になりま
した。川や池をうめ立てて開発された新田
は砂地だったため，米作りはしにくいため，
綿作りがおこなわれました。作られた綿は，
柏原船などでさかんに運ばれましたが，旧
大和川では水量が少なくなったため，川も
せまく浅くなったので，船での運送は少し
ずつすたれていきました。
　剣先船や国

こく

分
ぶ

船など新大和川ぞいの村々
の船は西の堺へ向かい，海の近くで新しく
作られた十

じゅう

三
さん

間
げん

川を北へさかのぼり大阪の
中心に行っていました。
　江戸時代の終わりになって日本が開国す
ると，外国の安い綿

めん

織
おり

物
もの

が輸入されるよう
になり，日本の綿作りはすたれていきまし
た。河内や大和の綿作りも，なくなってい
きました。
　明治に入り人の行き来が多く
なると，魚

や

梁
な

船
ぶね

と剣
けん

先
さき

船
ぶね

は荷
に

物
もつ

だけでなく，人も運ぶようにな
っていました。しかし 1892（明
治 25）年には，奈良と大阪湊

みなと

町
まち

が鉄道で結ばれ，魚梁船から剣
先船とつながれた大和川の水運
はなくなりました。

　京橋や難
なにわ

波の港
で荷物を積みかえ
て，大阪の町の中
の問
とん

屋
や

へ運ぶのは，
上
うわ

荷
に

船
ぶね

という船が
運んでいたそうだ
よ。
　船の大きさや荷
揚げをする港は，
ちゃんと許可をも
らって決められて
いたそうだよ。

　久
きゅう

宝
ほう

寺
じ

川ともよばれていた
大和川の本流は，水量がきょ
くたんに少なくなり，名前も
長
なが

瀬
せ

川
がわ

とかわったそうだよ。
新開池や深野池などの大きな
池はうめ立てられてなくなり，
吉田川などの川もなくなった
そうだ。水量が少なくなった
ため，すみずみの
田畑に水を送る
ための用水路が
発達したそうだよ。

　大和川の本流であった長瀬
川には２つ，平野川に１つの
水門が作られ，田畑や人々の
生活に必要な水が送られたそ
うだよ。今では田畑が住宅に
変わったところが多いけれど，
今でも水門の管理をしている
人たちがいるそうだよ。

▲築
つき

留
どめ

二番樋
ひ

(堤防の向こう側が大和川）

つけかえられた後の大和川の水運（1704年から1892（明治25）年ごろまで）
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石
こく

　昔の体
たい

積
せき

（かさ）の単
たん

位
い

で，おもに米をはかるとき
に使いました。1 石は約
180Lです。

「じんべえさん」
川島 千尋さん 作

DOGGY

　そして，大和川は玉櫛川，久宝寺川などに分かれ

て流れ，大阪城の北で淀川に合流し，大阪わんに流

れこんでいたことなどがわかりました。
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所に何枚
まい

も付
ふ

箋
せん

（小さな紙のしるし）があり，９年

の間に，何度も切れていることがわかります。（2） 川ぞいの人びと の苦
くる

しみ
　堤

てい

防
ぼう

が切れて，川の水があふれ出

ると，どんなことがおこるでしょう。

洪
こう

水
ずい

のようすを伝える絵を見ながら，

話し合ってみましょう。

　洪水がおこると，家がこわれ，食

べるものがなくなったり，伝染病が

はやったりもしました。

河内平野は水びたし　大和川の流れがかわった

1674年６月（寅
とら

年
どし

）の大洪水で，河内平野のほと

んどが水につかりました。35か所の堤防が切れ，大

和川の流れが変わってしまいました。それまでは法
ほう

善
ぜん

寺
じ

の二
に

重
じゅう

堤
づつみ

で玉
たま

櫛
くし

川
がわ

（玉串川）の入口をせまくし

て，久
きゅう

宝
ほう

寺
じ

川
がわ

に多く流れるようにしていた二重堤も

こわれてしまいました。川が細く枝
えだ

分
わ

かれし，大き

な池につながる玉櫛川の入口が広がっ

てしまい，大和川の水がどっと流れこ

むようになりました。

1675年６月，1676年５月と７月に

も大きな被
ひ

害
がい

が続きました。

　左の図は，1687年に大和川つけか

えを幕
ばく

府
ふ

にうったえた時に出されたも

ので，洪水でこわれた堤防の場所に付
ふ

箋
せん

（はり紙）をつけています。同じ場

▲ 昔の洪水のようす（1868 年の大和川の洪水
をえがいた「洪水図説」より作成）

▲堤
つつみ

切
きれ

所
どころ

付
ふ

箋
せん

図
ず

（中
なか

家
け

文
もん

書
じょ

より）
▲堤

つつみ

切
きれ

所
どころ

付
ふ

箋
せん

図
ず

（八尾市立歴史民俗資料館提供）
　※1寅

とら

年 1674 年　2卯
う

年 1675 年　3辰
たつ

年 1676 年　4酉
とり

年 1681 年　5亥
い

年 1683 年
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▲まわりの家より高い土手と川
　 （大

おお

阪
さか

府
ふ

柏
かし

原
わら

市）

どうして

50年近くも

願いが

かなわなかった

のかな。

庄屋
　村をまとめる仕事をして
いた人。地方によっては名

な

主
ぬし

ともいいます。

幕府
　武

ぶ

士
し

の頭
かしら

である将
しょう

軍
ぐん

が日
本全体を治

おさ

めていた役所。

幕府の考え
　幕府は，大和川の川底を
深くし，堤防を高くした方
がよいと考え，土

ど

木
ぼく

の専
せん

門
もん

家
か

だった河
かわ

村
むら

瑞
ずい

賢
けん

は「淀川
と大和川の合流付近より下
流の水はけをよくすれば，
つけかえなくても解

かい

決
けつ

す
る」と主張しました。

　今から 350年ほど前，今
いま

米
ごめ

村（今の東
ひがし

大
おお

阪
さか

市今米）

の庄
しょう

屋
や

をしていた中甚
じん

兵
べ

衛
え

という人が，なかまと力

を合わせて，川ぞいの土地のようすを調べました。

そして，洪水を防
ふせ

ぐには，大和川の水を石
いし

川との合

流点から西の堺
さかい

の方へ流すことがいちばんよいと考

えて，幕
ばく

府
ふ

へ大和川のつけかえを願い出ました。

　江
え

戸
ど

時代になり，開発がすすんで，山

の木をたくさん切るようになると，大雨

のときに上流から土やすなが流れてく

るようになりました。

　幕府は連結したじょうぶな堤
てい

防
ぼう

をつくって洪
こう

水
ずい

に

ならないようにしましたが，ぎゃくに流れる場所が

固
こ

定
てい

され，川の底に土
ど

砂
しゃ

がたまりやすくなりました。

　工事をくり返しても，いっこうに洪
こう

水
ずい

のへるよう

すはみられず，それどころか，工事のあと，続けて

大きな水
すい

害
がい

がおきたこともありました。
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（4） つけかえ工事のようす
　つけかえ工事は1704年の２月27日から始められま
した。

　工事はおよそ半分を幕府が行い，残
のこ

りは幕府がい

くつかの藩
はん

に命
めい

令
れい

して行わせました。工事の責
せき

任
にん

や

費
ひ

用
よう

は，幕府と藩が分たんしました。働
はたら

く人びとの

世
せ

話
わ

は，近くの村などでしていたそうです。

　今から 300年以上も昔のことですから，工事はす
べて人の力で行われました。この工事は，始まった
年の 10月 13日に終わりました。

（5） つけかえ工事の苦労やくふう
　新しい大和川の半分以

い

上
じょう

は低
ひく

い平地に流すため，
工事は川

かわ

底
ぞこ

をほるのではなく，堤
てい

防
ぼう

（土手）をもり
上げていくことがおもな仕事でした。土を長く積

つ

み
上げてかため，じょうぶな堤防をつくっていきました。

藩
　江

え

戸
ど

（今の東
とう

京
きょう

都
と

）に幕
府があり，日本を治

おさ

めてい
たころ，将

しょう

軍
ぐん

は地方を藩に
分けて，自分の家

け

来
らい

や大
だい

名
みょう

に治めさせていました。

▲工事に使った道具

▲つけかえ工事（想像図）八尾市立歴史民俗資料館提供。

▼堤防の土は落
おち

堀
ぼり

川をほ
った土や，長

なが

吉
よし

付近から
ほり進んだときの土など
を使いました。

数字でみる大和川の
つけかえ工事

◀ 新大和川大田村堤防付
近図（想像図）
　 大和川の堤防はその後
何回も土盛

も

りされてい
ます。
　 八尾市立歴史民俗資料
館提供。

▲ 浅香山付
ふ

近
きん

のようす ▲大和川池中貫通見取図（大
おお

依
よ

羅
さみ

神
じん

社
じゃ

蔵
ぞう

）

工事の日数…225日
かかった費用

…約
やく

71503両
りょう

工事をした人数
…毎日約１万人

川の長さ…約 14.3km
川のはば…約 180m
堤防の高さ…約５m
※両…昔のお金の単

たん

位
い

。
１両は今の約 20万円。

中
なか

甚
じん

兵
べ

衛
え

は私のせんぞ…中
なか

九
く

兵
へ

衛
え

さんのお話
　農民が幕府にお願いするのは命がけでした。甚兵
衛は，勇気のあるしんぼう強い人だったのでしょう。
　「私は，中家に伝わる古

こ

文
もん

書
じょ

など
も読んで『大和川のつけかえ』につ

いて研究しています。子どもたちにもわかりやすく
本にまとめています。参考にしてください。」
（『ジュニア版　甚兵衛と大和川』大和川市民ネットワーク発行）

　しかし，残りの部分，とくに浅
あさ

香
か

山
やま

の付近は土地
が高いため，ほっていかなければなりませんでした。
ほった土で「よさみ池」がうめたてられたといわれ
ています。
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　新しい大和川は，南

から流れてくる大
だい

乗
じょう

川，

東
ひがし

除
よけ

川，西
にし

除
よけ

川を横切

るかたちでつけかえら

れました。これらの川

の近くに住む人びとは，

つけかえ前も毎年のよ

うに洪
こう

水
ずい

になやまされ

ていて，新しい大和川

の高い堤防ができると，

水はけがいっそう悪く

なると心
しん

配
ぱい

しました。

また，東除川や西除川が，新しい大和川にうまく流

れこめず，水があふれるおそれもありました。そこ

で，新しい大和川にそって約
やく

13.2kmの落
おち

堀
ぼり

川をつ

くり，南から流れてくる水をここに流しこみ，西の

低くなったところで大和川に合
ごう

流
りゅう

させました。また，

大和川に流れこむ落堀川の水をなるべくへらすため，

大乗川を今の羽
は

曳
びき

野
の

市の古
ふる

市
いち

あた

りで，石
いし

川に合流させました。

　西除川も，大和川にそって西に

つけかえ，低い浅香で大和川に合

流させました。

（6） 大和川つけかえのあと
　大和川のつけかえで，人びとのくらしはどう変

か

わ

ったのでしょうか。大きな川や池のあとを大商人な

どが新田として開発しました。また，米づくりにむ

かないすな地では，米づくりより手
て

間
ま

はかかります

が，高く売れる綿
めん

作りがさかんになり，「河
かわち

内木
も

綿
めん

」

という名で全国に売られました。

　大和川のつけかえは，農
のう

民
みん

だけでなく，まちの人

びとのくらしや大
おお

阪
さか

のまちの発てんにとっても，大

きなできごとになりました。

　しかし，元の大和川の川すじや元の東
ひがし

除
よけ

川，西
にし

除
よけ

川などの川すじでは，田畑に引く水が不
ふ

足
そく

するよう

になり，人びとはたいへんな苦
く

労
ろう

をしました。

　一方で，新しい大和川の川

すじでは，元にあった田畑が

川の底
そこ

となり，かわりの土地

をひらく苦労をした人びとが

いました。村が川の両
りょう

側
がわ

に分

かれたところもありました。

また，水はけが悪くなった村

や，川を大和川と合流させた

ところでは，大雨がふるとよ

く洪
こう

水
ずい

がおこるなど，まだま

だ解
かい

決
けつ

しなければならないこ

とも残
のこ

りました。

▲落堀川のしくみ

▲わたの実

▲ 河内木綿でつくられた
あつし（仕事着）
　河内木綿は，せんいが
太く，じょうぶで長持ち
したので，ゆかたやあつ
し，はた，酒しぼりのふ
くろなどに使われ，全国
に名を知られるようにな
りました。

▼川あとにつくられた新田

▲落堀川　右の土手は大和川の堤防

◇ 中家に伝わる古文書は，現在は「柏
かし

原
わら

市
し

立
りつ

歴
れき

史
し

資
し

料
りょう

館
かん

」にあり
ます。毎年，２学期に展示され，大阪府内の約 100校の小学校
が見学におとずれます。

▼中好幸「改流ノート」より（黄色は川や池のあと）（堺はピンクの部分だけだった）
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（7） 大和川がやってきた
　新しい大和川の川すじでは，元の田畑が川底にな
り，かわりの土地をひらくために苦労しました。村
が川の両側に分かれたところもありました。水はけ
が悪くなった村や，川を大和川と合流させたところ
などで，大雨がふると洪水がおこるなどの問題もお
こりました。
　大和川が運ぶ土や砂

すな

がたまり，この土地をひらい
て，河口にも新田がつくられました。現在の大阪市
住
すみ

之
の

江
え

区
く

や堺市の三
さん

宝
ぽう

地
ち

域
いき

は，大和川が運んだ土
ど

砂
しゃ

でうまれました。河口の新田では，高潮や塩害など
に苦しみながら，砂

すな

地
ち

をいかした農業がさかんにな
りました。

堺と大和川
　堺の港は，昔から大小の船が出入りするにぎやか
な港でした。しかし，港も土砂でうまっていきまし
た。そのため，大きな船が入れるように６回も港を
つくりかえています。堺では，港づくりとともに，
海辺ににぎやかなまちづくりがすすみました。

（8） 新
しん

田
でん

会
かい

所
しょ

をたんけんしよう
もとの大和川が広げた新田

　もとの大和川や池の開発に

は多くのお金や人
ひと

手
で

がかかる

ため，大商人たちが権
けん

利
り

を買
か

い取
と

ってすすめました。

　広く大きな新田会所が残さ

れている鴻
こうの

池
いけ

新田は，新
しんが

開池
いけ

あとにひらかれました。1707

年，121軒 757人がひっこして

きて，新田での農業が始まっ

たと記録されています。

　新田会所は，新田の管理事

務所で，小
こ

作
さく

料
りょう

をとりたてて幕
ばく

府
ふ

に年貢をおさめま

した。新田の住人や橋・道・水路を管理し，もめご

との裁判もおこない，今の市役所と税
ぜい

務
む

署
しょ

・裁
さい

判
ばん

所
しょ

の仕事をしていたと言えそうです。

　鴻
こうの

池
いけ

新
しん

田
でん

会
かい

所
しょ

では，

地域の資料や農具・生

活用品なども展示され，

会所のようすをゆっく

り見学できます。

（東大阪市鴻池元町　
JR学研都市線鴻池
 新田駅からすぐ
 ☎ 06-6745-6409）

（「大阪春秋・堺のすべて」などをもとに作成）

▲鴻池新田会所の門

▲鴻池新田会所
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　川あとの八尾にもたくさんの

新田がひらかれました。安
やす

中
なか

新
しん

田
でん

の記録によると，1708年の新

田の作物は，ほとんど棉（綿）

だったそうです。旧
きゅう

植田家住宅

が公開され，絵図や民
みん

具
ぐ

などが

展示されています。

（八尾市植松町　JR八尾駅南 200m　☎ 072-992-5311
http://kyu-uedakejutaku.jp/）

新大和川が広げた新田

　新しい大和川は河口に土
ど

砂
しゃ

を運び続け，

陸地となりました。つけかえから 20年後に

新田開発が始まり，高
たか

潮
しお

や作物への塩害な

どとのたたかい

が続きました。

　加
か

賀
が

屋
や

新田会

所あとの公園で

建物や庭を見学できます。

（大阪市住之江区南加賀屋　地下鉄四ツ橋線住之
江公園駅南 900m　☎ 06-6683-8151
 http://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/page/000
0066283.html）

◆大阪府立中央図書館（☎ 06-6745-0170（代））
〒 577-0011　東大阪市荒本北 1-2-1

◆柏原市立歴史資料館（☎ 072-976-3430）
〒 582-0015　柏原市高井田 1598-1（歴史資料館内）

◆大東市立歴史民俗資料館（☎ 072-876-7011）
〒 574-0015　大東市野崎三丁目 6番 1号

◆大阪府立狭山池博物館（☎ 072-367-8891）
〒 589-0007　大阪狭山市池尻中 2丁目

◆八尾市立歴史民俗資料館（☎ 072-941-3601）
〒 581-0862　八尾市千塚 3丁目 180-1

◆東大阪市立郷土博物館
〒 579-8052　東大阪市上四条町 18番 12号

◆四條畷市立歴史民俗資料館（☎ 072-878-4558）
〒 575-0024　四條畷市塚脇町 3-7

◆大阪歴史博物館（☎ 06-6946-5728）
〒 540-0008　大阪市中央区大手前 4丁目 1-32

◆松原市民ふるさとぴあプラザ（☎ 072-336-6800）
〒 580-0016　松原市上田 7-11-19

◆堺市博物館（☎ 072-245-6201）
〒 590-0802　堺市堺区百舌鳥夕雲町 2丁

◆奈良県立図書情報館（☎ 0742-34-2111）
〒 630-8135　奈良市大安寺西 1丁目 1000 番地

▲文久堺大絵図（1863 年）
　の一部（白いところが新田）

▲安
やす

中
なか

新
しん

田
でん

会
かい

所
しょ

跡
あと

旧
きゅう

植
うえ

田
だ

家
け

住
じゅう

宅
たく

▲加賀屋新田会所あとの庭
てい

園
えん

◇「河内もめん」を育ててみませんか。
「八

や

尾
お

市
し

立
りつ

歴
れき

史
し

民
みん

俗
ぞく

資
し

料
りょう

館
かん

」には，河内木綿の棉
わた

畑
ばたけ

があります。５月はじめに種をまき，７月頃きれい
な黄色の花が咲きます。８月～９月頃に白い棉の実
がふき，そこから糸をつくり，布を織

お

ったりできます。

博物館や図書館で調べよう！

三宝
新田（堺）

加賀屋新田
（大阪・住之江）
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▲ 1982（昭和 57）年の新聞記事

▼堺市常磐町付近（西除川）のはんらんのようす
　1982（昭和 57）年

。1982（昭和 57）年（JR王寺駅付
ふ

近
きん

）

　どうして洪水がおこるのでしょうか。それは，大

雨により川の水がふえ，あふれるからです。
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地すべりを止める工事が 1962（昭和 37）年に始まり，2011（平

成 23）年に完成しました。約 50年にわたる長い工事でしたが，

現在，そのほとんどは地下にあり，草地や木々の下で亀の瀬の地

すべりを防いでいます。
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　大阪府では寝
ね

屋
や

川
がわ

流域の水害を防ぐため

に，寝屋川北部と南部の地下河川，大阪市内

では，なにわ放水路がつくられています。

自然がほんらい

もっている，水を

ためるはたらきを

うまく利用してい

るんだね。

遊水地
　洪水のときに，川下に流
れる水量を少なくするため
に，水の一部を一時的にた
めるための自

し

然
ぜん

または人工
的につくられたしせつのこ
とです。ふだんは水田や公
園，運動グラウンドなどに
使われることがあります。

▼寝
ね

屋
や

川
がわ

南
なん

部
ぶ

地下河川
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4 　多
た

自
し

然
ぜん

川づくり

　今までの治
ち

水
すい

では，おもにコンクリー
トで川の護

ご

岸
がん

をしたり，川の流れをまっ
すぐにしたりして，洪水を防

ふせ

いできまし
た。しかし，そのために，人びとが川に
親
した

しみにくくなってしまいました。また，
川原の植物や生き物がすみにくくなって
いました。
　そこで，洪水を防ぎながら，人々が川に親しみ，
生き物にもやさしい川づくりをしようと，最

さい

近
きん

では，
なるべくコンクリートを使わないようにしたり，コ
ンクリートの護岸の上に土をかぶせたりして，自然
の豊
ゆた

かな多自然川づくりを行っています。

▲多自然川づくり
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　あなたの町のハザードマップを見たことがありま

すか。市役所，町役場が作っています。

　台風や集中豪雨があると川の堤防がこわれたり水

があふれたりします。山地や斜面では土砂くずれが

起こります。

　災
さい

害
がい

の種類や被
ひ

害
がい

のようすはその場所の地形や町

ごとにちがうので，命をまもり被害をできるだけ少

なくするには自分たちの住んでいる場所がどのよう

な土地なのか，どのような危険があるのかをよく知

っておくことが大切です。そのための地図がハザー

ドマップです。

　河合町のハザードマップ（右ページの図）を見て

みましょう。ここは奈良盆地のひくい場所にあるの

で，洪水になると川がはんらんする危険があります。

ハザードマップには水没するはんいや水
すい

深
しん

が書かれ

ています。ひなん所をさがすこともできます。

　大
やまと

和高原や生
い

駒
こま

山，葛
かつ

城
らぎ

山など山地の地
ち

域
いき

のハザ

ードマップには土
ど

石
せき

流
りゅう

や土
ど

砂
しゃ

くずれがおこりそうな

場所がたくさん書かれています。

　あなたの町のハザードマップをぜひ見てください。

そしてあなたの校区や町内，通学路のマイ・ハザー

ドマップを作ってみましょう。グループで調べたり

話しあって地
じ

震
しん

や津
つ

波
なみ

，洪
こう

水
ずい

などの時，どこでどのよ

うな危険があるか考えてください。そして，どうし

たら危
き

険
けん

をさけることができるか考えてみましょう。

▲奈良県河
か わ い

合町
ちょう

の防災ハザードマップより

 河合町では，川がはんらんすると，もっとも深

く水につかるところはおよそ何mと予
よ

想
そう

され

ているでしょう。

（4） ハザードマップをつくろう

ハザードマップ
　ハザードマップとは，地

じ

震
しん

や土
ど

石
せき

流
りゅう

，洪水などによ
って，どこが危

き

険
けん

になるか，
また，危険をさけるにはど
こに逃げればよいかなどを
地図に示したものです。何
をもって逃

に

げればよいかな
ど，災害のときの注意も書
かれています。
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5 くらしと大和川5 くらしと大和川

（1） 吉野川分水
1 　奈良盆地の中にもダムが？
　奈良盆地を流れる大和川には，いろいろ
な所に用水路に水を取り入れるゴムででき
た「ファブリダム」という井せきがつくら

れています。これは，吉野川の水を大和川に送る吉
よし

野
の

川
がわ

分
ぶん

水
すい

の仕事の一つとしてつくられました。
2 　吉野川分水は奈良盆地の悲

ひ

願
がん

　奈良盆地を流れる大和川の水は少なく，田畑に入
れる水のほとんどを１万こ以上あったといわれるた
め池にたよっていました。「大

やま と

和豊
ほう

年
ねん

米
こめ

食
く

わず」と
いわれるぐらい，水不足で苦しんでいました。南を
流れる豊かな吉野川の水も引けないものかというこ
とは奈良盆地の農民の夢

ゆめ

でした。今から約 300年前，
江戸時代の御

ご

所
せ

市
し

長
なが

柄
ら

の庄
しょう

屋
や

高橋佐助など，様々な
人が吉野川の水を奈良盆地に引こうと計画しました。
　しかし，吉野川の水は，和歌山の人にも大切な水
だったのです。和歌山の人は吉野川の水が多い時に
は洪水に，少ない時には干ばつに苦しんできました。
と中で奈良盆地に水を取られると，今度は和歌山が
水不足になってしまいます。
　このことから，吉野川分水は，奈良盆地とともに
和歌山平野の水不足をも解決する総合計画でなけれ
ば実
じつ

現
げん

しないということになったのです。

3 　悲願をかなえる猿
さる

谷
たに

ダム

1949（昭和 24）年「十
と

津
つ

川
かわ

・紀
き

の川総
そう

合
ごう

開
かい

発
はつ

計

画」は，大和川・紀伊両平野の農業用水不足を

なくすだけでなく，水力発電や上水道用水，工

業用水を送るという計画にするということで話

し合いがまとまりました。1957（昭和 32）年に，
まず十津川の猿谷ダムが完成し，南へ流れるは

ずの水が北の吉野川に流れるようになりました。

これで奈良盆地へ吉野川分水が送られると，和

歌山県に来る水がへってしまうという心配がな

くなりました。

4 　干ばつがなくなる

　奈良盆地の大和川には，

６月２日から９月 20日ま
で，吉野川分水が流されま

す。農家の人は，１年に田
１反

たん

あたり 4000円を支払
えば，必要な水を田に入れ

ることができます。吉野川

分水が来るようになって，

奈良盆地では，干ばつにな

ることがなくなりました。

　和歌山県でも，西吉野頭
とう

首
しゅ

工
こう

から水を入れ，農業用

水と工業用水に水を利用し，

農業や工業の発展につなが

っています。
猿谷ダム（五條市）▶

▲東西分水工（御所市）

▲水のとり入れ口がある
　下
しも

渕
ぶち

頭
とう

首
しゅ

工
こう

（大淀町）

▲ 1929（昭和４）年４月
　大阪毎日新聞

▲天理市前
せん

栽
ざい

町のファブリダム

大和豊年米食わず
　大和で米が豊年であれば
他の地域では雨が多すぎ，
他の地域が豊年なら大和は
干ばつで苦しむという，大
和の農業用水不足を言い表
した言葉。

一
いっ

反
たん

田畑の広さで，1000m2，
300坪の広さをいう。

　大和平野土地改良区
は，工事の後，農家の
分担金で，ダムや工事
の借金を返したり，下

しも

渕
ふち

頭
とう

首
しゅ

工
こう

からの取
しゅ

水
すい

の
仕事をしたり様々な設

せつ

備
び

の修
しゅう

理
り

をしたりして
います。
　みなさんの町には，
吉野川分水の水はどこ
を流れていますか。
調べてみて
くださいね。くださいね。

＊土地の面積の単
たん

位
い

１反
たん

＝300坪
つぼ

＝約991.7m2
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大和川のまわりで生
せい

産
さん

されるおもな農
のう

産
さん

物
ぶつ

できた野菜や

くだものは，

大
おお

阪
さか

市や京
きょう

都
と

市

などの人口の

多い都
と

市
し

に

送られているよ。

2 　大和川と大阪わんの漁業

　大阪わんでは，タコやチ

ヌ（クロダイ）が名
めい

物
ぶつ

です。

　大和川河
か

口
こう

には貝がわい

てくるぐらいたくさんいて，

ヤマトシジミやアサリが有

名でした。堤
てい

防
ぼう

の下で舟を

借り，川のまん中にこいで

行き，魚を釣って楽しむ人

もたくさんいました。大浜の海岸には潮
しお

干
ひ

狩
が

りのお

客がたくさん来ました。

　堺市の海岸はとてもきれいで，水
すい

族
ぞく

館
かん

や潮
しお

湯
ゆ

（海

水をわかしたおふろ），魚料理の旅
りょ

館
かん

がたちならん

で，にぎやかでした。1960年代に，堺・泉
せん

北
ぼく

臨
りん

海
かい

工
こう

業
ぎょう

地
ち

のために海が埋
う

められ，大和川の水質が悪くな

り，大阪わんは昔ほどゆたかな漁
ぎょ

場
じょう

ではなくなりま

した。しかし，漁師さんたちは，「魚の子どもは河

口で育つ。川と海がきれいになれば，魚がもっとふ

える」と努
ど

力
りょく

を続
つづ

けて来られました。

　よみがえりつつある海に魚がもどっています。河

口ではウナギの稚
ち

魚
ぎょ

（卵からかえ

った小さな魚）がたくさんとれ，

静
しず

岡
おか

県
けん

浜
はま

名
な

湖
こ

に送られています。

　土曜日と日曜日，大阪わんでと

れた新せんなタコやアナゴ，サザ

エやエビ，シャコのお店や屋台が

ならぶ「とれとれ市」が人気です。

▲  1960（昭和 35）年，
堺市三

さん

宝
ぼう

の貸し舟

▲ 出島漁港で，お話をきかせて
　いただいた漁

りょう

師
し

の高田利夫さん

▲出島漁港・とれとれ市
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答え　イ（川のまん中は川
かわ

底
ぞこ

が深いため，川の両岸よりも水の勢
いきお

いが強いよ。）

3 　大
やま

和
と

郡
こおり

山
やま

市の金魚の養
よう

しょく

　奈
な

良
ら

県大和郡山市は，300年以
い

上
じょう

前から金

魚の生
せい

産
さん

がさかんで，日本各地に送っています。

　大和郡山市には，農
のう

業
ぎょう

用
よう

のため池が

たくさんあり，ため池に発生するミジ

ンコなどが金魚のえさにちょうどよい

などの条
じょう

件
けん

がありました。

　昔は，大和川の支
し

流
りゅう

の富
とみ

雄
お

川や佐
さ

保
ほ

川の水をため池に引きこんで，金魚を

生産していましたが，最
さい

近
きん

は，川の水

がよごれてきたことなどから，いど水

や水道の水を金魚をかう池に引いてい

ます。

　大和郡山市では，金魚の品
ひん

ぴょう会

や全国金魚すくい選
せん

手
しゅ

権
けん

大会などを開
ひら

き，市の特
とく

産
さん

物
ぶつ

としての金魚を多くの

人に知ってもらうくふうをしています。

▲▼ 金魚池

▲全国金魚すくい選手権大会

▲妙
みょう

見
けん

の滝
たき

▼は滝があるところ

（4） 修
しゅ

験
げん

道
どう

と大和川
役
えんの

小
お

角
づか

（役
えんの

行
ぎょう

者
じゃ

）と大和川の清流

　大和川の支
し

流
りゅう

の上流には，

役行者（小角）が開いたと

言われる滝の修
しゅ

行
ぎょう

場
ば

が多く

あります。千年以上過ぎた

今まで，役行者が始めた修

験道はひきつがれ，今も悟
さと

りを求め修験者がきびしい

修行に取り組んでいます。

役小角（役行者）
　修験道を始めたといわれ，
うやまい尊敬されている。全
国各地に役小角が開いたと言
われる寺や修行場がある。

　1000 年以上もの

間，大和川の源流の

滝は，修験者の修行

の場となってきたん

だね。修験者は，滝

の修行だけでなく，

山での修行も積み重

ねたようだ

よ。

ねたようだ
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66

　雨水やわき水が集まると，川
となって流れはじめます。また，
地下からの水も常

つね

に流れていま
す。大和川の上流の奈良県側に
は世界遺

い

産
さん

となった春日山原
げん

始
し

林
りん

をふくむ大和高原や，生駒山
地などがあります。大阪府側に
は金
こん

剛
ごう

山地から流れてきて石川
に流れ大和川と合流します。
　上流には生きた化石といわれ
るムカシトンボもいます。

　川の底は浅くなり，砂や小石
が多くなって，ところどころ深
くえぐられた淵

ふち

がみられます。
また，川原は広くなり，土は栄
養が多くなります。春にはセイ
ヨウカラシナ，秋にはセイタカ
アワダチソウがむらがってはえ
ます。

　中流から下流にかけて，魚：52種，植物：592種，
鳥：106種，ネズミ・ヘビ・カエル等の小動物：
25種，クモ・昆虫：1321種，底

てい

生
せい

動物：254種
の合計2350種のさまざまな生き物がすんでいま
す。（「河川水辺の国勢調査」より）

シロツメグサ

ゲンジボタルの幼虫

6160



　大阪平野を東から西へ流れ，
大阪わんにそそいでいます。川
の水と海の水がまざるところを
汽
き

水
すい

域
いき

といいます。そこにすむ
ボラなどの生き物もみられます。

　川のはばが広くなり，流れはゆるやかになり
ます。川原に最近は特定外来種のアレチウリが
むらがってはえてきています。

ナヨクサフジ セイヨウカラシナ
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（2） 生き物どうしのつながり
　生き物のくらしや成長は，水や空気，温度などの
かん境と深い関係があります。そして，生き物もか
ん境にはたらきかけています。このような生き物と
かん境との関係を「生

せい

態
たい

系
けい

」といいます。英語では
エコシステムと言い，最近は「エコ」と広く使われ
ています。
　生き物は，ある生き物がほかの生き物を食べて生
きていくという，食べる，食べられるという関係で
つながっています。このようなつながりを，「食

しょく

物
もつ

連
れん

鎖
さ

」といいます。
　すべての生き物は，このような関係でつながって
います。

（3） 生き物にふれて観
かん

察
さつ

してみよう
１　さわる

○ 石をさわってみよう。石のかたちを調べ，ちが

いをみてみよう。

○ザルで川の虫をすくって，さわってみよう。

２　におう

○水のにおいをかいでみよう。

○石や花などのにおいをかいでみよう。

○アメンボやミズスマシのにおいをかいでみよう。

３　見る

○水の色やにごりを見てみよう。

○水辺にさく花の形をみてみよう。

○トリ，トンボ，チョウなどを双眼鏡で見てみよう。

○ 水中のこん虫の形や呼
こ

吸
きゅう

のしかた，泳ぎ方を見

てみよう。

○ホタルが光るようすを見てみよう。

４　聞く

○川の音（せせらぎ）を聞いてみよう。

○カエルのなき声をきいてみよう。

○トリのなき声を聞いてみよう。

○ 川原でコオロギやキリギリス，スズムシなどの

なき声を聞いてみよう。

５　味わう

○ ツクシ，ヨモギ，セイヨウカラシナなど，春の

野草を食べてみよう。
▲川における生態系のしくみ

のバランスが

こわれるんだね。
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危
き

　川の水質は，きれいな水，ややき

れいな水，よごれた水，とてもよご

れた水の４つに分けられます。

アサヒナカワトンボ

82

L

カジカガエル
・オスの体長 30～40mm
・メスの体長 50～70mm
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ややきれいな

ミナミメダカ
・全長　30～40mm

シマヨシノボリ

LL LL
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とても L

えんぶん

す。
せる。 る。
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（5） 大和川に天
てん

然
ねん

アユが
　　もどってきた！

　アユ（鮎）は年
ねん

魚
ぎょ

と言われ，ほと
んどが１年で寿

じゅ

命
みょう

を終えます。アユ
は川と海を行き来する回

かい

遊
ゆう

魚
ぎょ

で，春
になると海から川へ上がってきます。

　夏にかけては，川底の石などに生える苔
こけ

などを餌
えさ

にして食べて成長し，秋には産
さん

卵
らん

して卵を生んだ成
せい

魚
ぎょ

は寿
じゅ

命
みょう

を終えます。
　卵

たまご

からふ化した全長６mmの仔
し

アユは海において
冬を越

こ

して６cmの稚
ち

アユになって４月頃に川へも
どります。
大和川のアユの一生
10月～４月：河口や海

かい

域
いき

で６cmの稚アユに育っ
て生活します。

４月～６月：稚魚が河川へ上がります（遡
そ

上
じょう

）。
６月～ 10月：河川の中流域や上流域で成長します。
10月～ 11月：成魚は下流域で産

さん

卵
らん

して死にます。
10月～ 12月：ふ化した仔アユは海へ流下します。
1955（昭和30）年ごろまでは，海から川へ上がっ

てきていました。ところが，1965（昭和40）年ごろ
より，水

すい

質
しつ

汚
お

染
せん

によってほとんど見られなくなりま
した。
1970（昭和45）年には，大和川の水質は，（B

びー

O
おー

D
でぃー

75
％値）31.6mg/Lを記録していました。アユが生育で
きる水質はBOD３mg/L以下，自然繁

はん

殖
しょく

の条件が２
mg/L以下となっています。

　その後，皆の努力により，大和川の水質は，2010
（平成22）年にBOD75％値で３mg/Lにまで改

かい

善
ぜん

して
きました。
　アユの研究者が，2004（平成16）年春に大和川下流
域でとれたアユ３尾

び

と，2005（平成17）年春，河
かわち

内橋
ばし

付近で採集したアユ15尾の「耳
じ

石
せき

」に含まれる元
げん

素
そ

を測定した結果，すべてが，遡
そ

上
じょう

してきた天然アユ
であることがわかりました。
　アユの耳石には，その成長のあとを示す，日

にっ

周
しゅう

輪
りん

があります。子どもの時期にできた耳石の一部に，
海水にふくまれる「ストロンチウム」が多くあると，
海で成長し，川へとのぼってきたことがわかります。
2005（平成17）年10月には，河口近くで７mmの子
アユが約70匹

ひき

見つかり１日
に４万匹がふ化したと言わ
れています。
　また，アユが上がりにく
かった柏

かし

原
わら

堰
えん

堤
てい

の横には，
大和川河

か

川
せん

事
じ

務
む

所
しょ

によって，
新しい魚

ぎょ

道
どう

が造られました。

▲アユの耳石

▲柏原えん堤に2010（平成22）年３月に完成した魚道

▲大和川で成長したアユ
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（6） 大和川の外
がい

来
らい

種
しゅ

1 　外来種とは

　外来種とは，もともとその地域にいなかったのに，

人間の活動によって他の地域から入ってきた生物の

ことです。人や物の移
い

動
どう

が盛
さか

んになり始めた明治時

代より後に入ってきたものをいいます。また，渡り

鳥，海流にのって移動してくる魚や植物の種は，自

然の力で移動するので外来種とはいいません。

2 　侵略的な外来種とは

　外来種の中で，地域の自然環境に大きな影響を与

え，生
せい

物
ぶつ

多
た

様
よう

性
せい

をおびやかすおそれのあるものを特

に侵
しん

略
りゃく

的
てき

な外来種と言います。

3 　外来種の問題点

　生態系の中で，生き物が「食
く

う・食
く

われる」の関

係をくり返し，微
び

妙
みょう

なバランスを保っています。こ

こに外来種が侵
しん

入
にゅう

してきて，在
ざい

来
らい

の生物との間で競
きょう

争
そう

が起
お

こり，自然のバランスをくずすことがあります。

　あ　外来種が在来種を食べてしまう。

　い　外来種が日かげを作って在来種の生活の場を

うばってしまう。

　う　近
きん

縁
えん

の在来種と交
こう

雑
ざつ

して雑
ざっ

種
しゅ

を作ってしまう

と，在来種の遺
い

伝
でん

的
てき

な独
どく

自
じ

性
せい

が無くなる。

　え　毒
どく

を持っていることがある。

　お　農水産物や水産物を食べたり，畑を

ふみあらしたりする。

4 　外来生物被
ひ

害
がい

予
よ

防
ぼう

三
さん

原
げん

則
そく

　あ　入れない

　　　（外来生物はむやみに日本に入れない）

　い　捨
す

てない

　　　（飼
か

っている外来生物は野外に捨てない）

　う　拡
ひろ

げない

　　　（野外で外来生物が繁
はん

殖
しょく

している時は拡げない）

5 　大和川の外来種

　大和川には動植物を含め多くの外来種が生
せい

息
そく

しています。その中で特に生態系等に害を

およぼし在来種を駆
く

逐
ちく

してしまう種を特定外

来種と言います。以下に外来種の一部を紹介

します。特定外来種を赤文字で示します。

動　物

　哺
ほ

乳
にゅう

類：シベリアイタチ（チョウセンイタチ）

　鳥　類：ドバト

　爬
は

虫
ちゅう

類：カミツキガメ・ミシシッピアカミミガメ

　両
りょう

性
せい

類：ウシガエル

　魚　類：オオクチバス（ブラックバス）・カダヤシ・

ソウギョウ・タイリクバラタナゴ・ブル

ーギル

▲ウシガエル

▼アメリカザリガニ
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　昆
こん

虫
ちゅう

類：アメリカシロヒトリ・イネミズゾウムシ・

セイヨウオオマルハナバチ・ヒロヘリア

オイラガ・チャバネゴキブリ

　甲
こう

殻
かく

類：アメリカザリガニ・ミナミヌマエビ

　クモ類：セアカゴケグモ

　貝　類：カワヒバリガイ・サカマキガイ・スクミ

リンゴガイ（ジャンボタニシ）・タイワ

ンシジミ

　扁
へん

形
けい

動物：アメリカナミウズムシ・ツノナミウズ

ムシ。

植　物

　被
ひ

子
し

植物の合
ごう

弁
べん

花
か

：

　　オオブタクサ・オオオナモミ・セイタカアワダ

チソウ・ハルジオン・ヒメジオン・オオアレチ

ノギク・アメリカセンダングサ・セイヨウタン

ポポ・アカミタンポポ・オオキンケイギク・ア

レチウリ・ヘラオオバコ・ツボミオオバコ・タ

チイヌノフグリ・オオイヌフグリ・オオカワジ

シャ・アメリカイヌホズキ・イヌホウズキ・ワ

ルナスビ・ホトケノザ・ヒメオド

リコソウ・コヒルガオ・マルバア

サガオ・マルバルコ・ルコンソウ・

セイヨウヒルガオ・アメリカネナ

シカズラ。

　被子植物の離
り

弁
べん

花
か

：

　　マツヨイグサ・コマツヨイグサ・メマツヨイグ

サ・オオマツヨイグサ・オオフサモ・オオニシ

キソウ・ムラサキカタバミ・アレチノヌスブト

ハギ・ナヨクサフジ・ムラサキツメクサ・コメ

ツブツメクサ・シロツメグサ・ウマゴヤシ・エ

ビスグサ・ハブソウ・マメグンバイナズナ・オ

ランダガラシ（クレソン）・ハルザキヤマガラ

シ（セイヨウヤマガラシ）・カラシナ・セイヨ

ウアブラナ・ハナダイコン・オランダミミナグ

サ・ヨウシュヤマゴボウ・アレチギシギシ・エ

ゾギシギシ・オオケタデ。

　被子植物の単
たん

子
し

葉
よう

類
るい

：

　　キショウブ・ニワゼキショウ・ホテイアオイ・

トキワツユクサ・オオカナダモ・コカナダモ・

ボタンウキクサ・オオアワガエリ・シラゲガヤ・

シナダレスズメガヤ・イヌムギ・カモガヤ・コ

メガヤ・シダレスズメガヤ・シマスズメヒエ・

セイバンモロコシ・ヒメコバンソウ・コバンソウ。

▲アメリカナミウズムシ

▲ナヨクサフジ

▲ヨウシュヤマゴボウの実
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（7） アユがのぼる石川に
　富田林高校科学部のみなさんは，大和川と石川で

いきもの調査を続け，石川では魚の種類が少ない

ことがわかりました。高さ３mの堰
せき

を魚がのぼれな

いのが理由のようです。そこで，堰に魚
ぎょ

道
どう

をつくり，

たくさんの生き物が行

き来できるようにした

いと考えました。松井

井堰など２か所の堰に

魚道ができれば，大和

川から10kmほどの高

校の近くまでアユがの

ぼっていきそうです。

2015（平成27）年５

月には，富田林土木事務所

や水利組合などの協力で，

仮の魚道を設置する実験を

しました。2016（平成28）年

には，土
ど

のう（土を入れた

袋
ふくろ

）をつんで魚がのぼりや

すいかたむきをつくります。

　石川上流の千
ち

早
はや

赤
あか

坂
さか

村は天然アユで有名なところ

でした。石川にアユがのぼれば，大和川にも魚がふ

えるでしょう。結
けっ

果
か

に注
ちゅう

目
もく

しましょう。

▲2015（平成27）年５月
　松井井堰
　投網で生き物調査を
　する高校生
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（3） 川の水がよごれる原
げん

因
いん

1 　大和川のよごれの原因と下水道のやくわり

　トイレのし尿と台所

やおふろ，せんたくの

水など，生
せい

活
かつ

排
はい

水
すい

は，

下水道を通って，浄
じょう

化
か

センター（下
げ

水
すい

しょ理
り

場
じょう

）に運
はこ

ばれて，び生

物の働きできれいにさ

れて，また川にもどされています。

　流域210万人の約70％の人が下水道を利用してい

ます。各家庭で，し尿と生活排水をきれいにする合
がっ

併
ぺい

浄
じょう

化
か

槽
そう

を使っている人は約８％です。下水道がつ

くられていないので，川に生活排水を流さなければ

しかたのない人は約15％の32万人です。（2013年度末）

　大和川のよごれの原因の約７割は，この生活排水

なのです。（2013年度末の流域の下水道整
せい

備
び

率
りつ

は85.3

％で，下
げ

水
すい

道
どう

接
せつ

続
ぞく

率
りつ

は90.2％です。）

2　 下水をきれいにするとりくみ

　ふえる下水をそのまま川に流さず，いったんきれ

いにしてから，川に流そうという考えから，国や都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

では，下水しょ理
り

場
じょう

をつくっています。

　大和川流域でも，人びとが健
けん

康
こう

にくらせるように，

また，よごれた川をきれいにするために，今から50

年ほど前から下水しょ理場をつくりだしました。

　しかし，下水しょ理場をつくるには，多くの費
ひ

用
よう

や時間がかかるため，すぐにすべての地
ち

域
いき

に下水し

ょ理場をつくることはできません。そのため，糞
ふん

尿
にょう

だけを処理する単
たん

独
どく

浄
じょう

化
か

槽
そう

を，台所や風呂の排水も

いっしょにきれいにする合
がっ

併
ぺい

浄
じょう

化
か

槽
そう

に変える取組み

もおこなわれています。ともに定期的な検査が必要

です。

早く，下水しょ理

場ができるといい

のにね。

▲大和川のよごれの原因

▲大和川流域の下水道ふきゅう割合

家から出るよごれ
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（4） 自
し

然
ぜん

の力を使って川をきれいに
　国や大

おお

阪
さか

府
ふ

，奈
な

良
ら

県では，大和川の水をきれいに

するために，下水しょ理場だけにたよらず，川がも

ともともっている水をきれいにする力を利
り

用
よう

した，

じょう化しせつを作っています。

1　 瀬
せ

と淵
ふち

じょう化しせつ

　川には，白く水しぶきをあげて流れる瀬と，深く

ゆっくり流れる淵があります。

この瀬と淵は，川が水をきれ

いにしようとする力がはたら

きやすい地形になっています。

　そこで大和川の中流から下

流では，この瀬と淵を人工的
てき

につくり，川をきれいにしよ

うとしています。

2　 接
せっ

しょくさん化
か

法
ほう

　川では，石などに付
つ

いているび生物がよごれを分

解して水をきれいにしています。

　下水しょ理場や自然の力を使ったじょう化しせつ

をみてきましたが，これだけで，ほんとうに大和川

の水は，きれいになるのでしょうか。

　次は，地
ち

域
いき

の人びとが行っている川の水をきれい

にする活
かつ

動
どう

をみていきましょう。

▲瀬と淵じょう化しせつ（大阪府柏原市）

▲瀬と淵じょう化しせつのしくみ

下水しょ理水の活用
　家庭や工場から排出され
た水は，下水しょ理場でき
れいにされますが，そこで
きれいになった水は，川へ
もどすだけでなく，せせら
ぎ水路などの用水として，
活用することができます。
しかし，しょ理をした直後
の水は塩素分が多く残って
いたりして，生き物がすむ
のには適さず，ある程度の
時間循

じゅん

環
かん

させてから流すな
どのくふうが必要です。

瀬（せ）
水面が波立ち，水中に酸素がたくさんいきわたるので，
び生物のはたらきが活発になり，水のよごれを分解する。

淵（ふち）
川の流れがゆるやかなため，
ごみやどろなどが川底にしずむ。

よごれが石などにつく。 よごれをしずめる。 び生物がよごれを食べ，分解する。

自然の力って

すごいわ。

8786



（5） 長
なが

瀬
せ

川
がわ

に緑がいっぱい
長瀬川は昔の大和川の本流だった

　長瀬川は，大和川の水を引き込んで中
なか

河
かわ

内
ち

地
ち

域
いき

を流れる長さ14kmの農業用水

路です。八
や

尾
お

市
し

二
ふた

俣
また

から長瀬川と玉
たま

串
ぐし

川
がわ

に分かれています。

　大和川つけかえまでは幅
はば

の広い大きな川でした。

八尾高校の狐
きつね

山
やま

も昔の大和川の堤
てい

防
ぼう

の一部だと言わ

れています。

　田畑のすみずみまで

水がいきわたるように，

農業用水を維
い

持
じ

管
かん

理
り

し

ているのが土
と

地
ち

改
かい

良
りょう

区
く

です。柏原市に事務所

がある水
み

土
ど

里
り

ネットつ

きどめ（築
つき

留
どめ

土
と

地
ち

改
かい

良
りょう

区
く

）が，長瀬川や玉串

川の樋
ひ

門
もん

による水量調

節や，ゴミや藻
も

の掃
そう

除
じ

をしています。

子どもたちもいっしょに緑を復
ふっ

活
かつ

　長瀬川の改
かい

修
しゅう

工
こう

事
じ

から６年目の1999年，

川をきれいにしようとがんばっている市

民と協力した活動が始まりました。

　コンクリートの川底の一部に，ヤシガ

ラマットをしけるように工事がされ，小

学生と一
いっ

緒
しょ

に水生植物を植えました。そ

れから毎年６～７月に水生植物を植え，秋に

収穫しています。

　水生植物は水をきれいにしてくれる微生物

のすみかになり，魚や虫が育ち，卵をうむ場

所になっています。

　しかし，水生植物をそのままにしておくと，

やがて枯
か

れて水
すい

質
しつ

悪
あっ

化
か

（富
ふ

栄
えい

養
よう

化
か

）の原因に

なります。秋の収穫祭には，かれ草をかりと

って川がよごれるのを防ぐ大切な役
やく

割
わり

があり

ます。

　また，収穫祭
さい

では水生植物でいろいろな工

作をして楽しんでいます。

▲収穫祭はボートに乗って

▲水生植物を植えました

水生植物を植えてよいか悪いかを考えてみましょう。

収穫祭にはどのような役割がありますか。

長瀬川に外国からきた動物や植物（外
がい

来
らい

種
しゅ

）も入りこんでいます。

どうしてでしょうか。

▲八尾高校校庭の狐山
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2005

（6） わたしたちにできること
水質改善強化月間の目的（生活排水対策の呼びかけ）

　大和川河川事務所は2005年から，水質が悪くなる
２月に，奈良県や大阪府の家庭に，生活排水をきれ
いにする取組に協力して頂けるように，呼びかけて

います。

　日ごろから，洗
せん

剤
ざい

を使いすぎない，油を流さない

など，生活を見直していきましょう。

水質改善強化月間（2014（平成26）年度２月）

　グラフから強化月間の取組み後は，石けんや洗
せん

剤
ざい

に含まれる，界
かい

面
めん

活
かっ

性
せい

剤
ざい

の数値が下がったことがわ

かります。 （魚がすめる水
すい

質
しつ

は，B
ビー

O
オー

D
ディー

5mg/L 以
い

下
か

です。）（浴そう1ぱいで300Lとして計算）（国土交通省調べ）

L mL mL mL mL mL

2005

川

※界
かい

面
めん

活
かっ

性
せい

剤
ざい

は食
しょっ

器
き

や衣
い

類
るい

についた油を洗い流すため
の石けんや洗

せん

剤
ざい

に使われて
います。この界

かい

面
めん

活
かっ

性
せい

剤
ざい

が
多いと川にいる生き物が住
みにくくなります。

▲ アクリルたわしを使い，せんざいを使わない。
使うときは，リンをふくまないものにし，で
きるだけ石けんを使うようにする。

よごれた生活排水を流さない　３つの合
あい
言
こと
葉
ば
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　アクリルタワシを使えば，洗ざいをへらせるとい

うのはほんとうかな。小学校４年生の友だちが研究

し，2009年度堺市理
り

科
か

展
てん

で発表した作品をしょうか

いします。

６種
しゅ

類
るい

の毛糸を用意して，筆
ふで

箱
ばこ

に30回まいて作っ

た玉で，油のとれ方をしらべました。

アクリルがよごれをおとすわけをしらべました

百科事典でわかったこと

　アクリル毛糸は，石炭や石油が原料。アクリロニ

トルが主成分で，もっとも軽いせんいの１つ。薬品

に強く，虫にくわれない。セーター，はだぎ，ぬい

ぐるみなどに使われる。

　とても細かいせんいの集まりでできていて，１本

１本に，かどが立ったみぞがある。このせんいでよ

ごれをかき落とす。

毛糸屋さんで聞いたこと

　夏は綿や麻
あさ

などの夏糸，冬は冬糸，ウール（毛）

がよく売れる。たわし，ざぶとん，ぬいぐるみに使

われるアクリル毛糸は一年中売れる。

思ったこと

　洗ざいなしでお皿を洗えるタワシなん

てないと思っていたけれど，実験してほ

んとうにあったのでびっくりしました。

　本やパソコンで調べていろんなことが

わかりました。お店の人に聞いて，タワ

シやぬいぐるみにも使われていて感心し

ました。今は，アクリルタワシを作って，食器を洗っ

ています。

★アクリルタワシの作りかた★

　アクリル100％の毛糸を用意

します。

　あみかたは，かぎ針あみや指

あみなど，形も色も自由にくふ

うできます。

▲作り方がのっている本がたくさんあります

（おさらにごま油を小さ
じ１ぱいたらして，水で
ぬらした毛糸の玉でぬぐ
う。指でぬぐって油がと
れていたら，同じことを
くり返し，ぬぐえた回数
を記録した。）

ポリエステル　　100％ ６回

アクリル　　　　100％ 21回

ナイロン　　　　100％ 13回

ウール　　　　　100％ ３回

綿
めん

60％　アクリル40％ ８回

アクリル82％　リネン18％ ３回

自由研究

アクリルタワシは すぐれもの

ほかにも水をよごさず，手があれない洗いもの

やよごれ落としの方法があります。調べてみま

しょう。
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苅

8 ゆたかな水辺をめざして8 ゆたかな水
みず

辺
べ

をめざして

（1） クリーンキャンペーン
全国ワースト・１の大和川

　「わぁーくさぁ」「大和川はきたないし，あぶない

から行ってはいけないよ」と1970（昭和45）年ごろ，

よくいわれていました。

　大和川の水質は，B
ビー

O
オー

D
ディー

（生
せい

物
ぶつ

化
か

学
がく

的
てき

酸
さん

素
そ

要
よう

求
きゅう

量
りょう

）

は31.6mg/L（75％値）にもなり，1978（昭和53）年

には，堺市は大和川から飲み水として取
しゅ

水
すい

すること

をやめて，淀川の水を利用しています。

　109ある全国の一級河川水系の中でも水質が大変

悪く，ワースト１（ワン），２（ツー）が続きました。

子どもがかわれば，親がかわり，地域がかわる

　「川の水はこころの鏡
かがみ

」「大和川をきれいにし

よう」と1985（昭和60）年から絵と作文のコン

クールがはじまりました。

　当時の絵や作文から子ども た

ちがどう感じていたかを話し合

いましょう。

▲石川へ流れ込む家庭排水・洗剤の泡でまっ白 ▲魚が浮いた矢田付近の大和川

▲大阪府大阪市　中学校３年生
　（1986（昭和61）年）

▲奈良県大和郡山市　小学校５年生（1985（昭和60）年）
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　第５回（1989（平成元）年）課
か

題
だい

曲
きょく

募
ぼ

集
しゅう

で，小学

校４年生の作品が選ばれ，校内放送や授
じゅ

業
ぎょう

で使われ

ました。

　大阪府は「かっぱ探検隊」をつくり，石川上流の

滝畑などで川遊びや学習をした1996（平成８）年２

月に大阪長
なが

居
い

公園の大阪市立自然史博物館で250人

が参加した「子ども大和川水環境サミット」を開き

ました。

　子どもたちは，大和川をきれいにする方法につい

て話し合い，大阪府知事に，月に１回の清掃活動を

行う。合成洗剤の使用量をへらす等の実施を提案し

ました。

　これをうけて，11月に，大阪府と奈良県の知事な

どが参加し，「第２回大和川サミット」が開かれまし

た。

　そこで，「２月を水質改善強化月間とする。合
がっ

併
ぺい

浄
じょう

化
か

槽
そう

を普
ふ

及
きゅう

する。３月２日の一斉のゴミひろいの清
せい

掃
そう

活動を両府県で行う」と申し合わせました。

　今も続いている「大和川・石川クリーン作戦」は，

子どもたちの力もあって実現したのです。

　第20回「2004（平成16）年」には，第３回大和川

サミットが開かれ，子どもたちは大阪府と奈良県知
ち

事
じ

に絵と作文の知事賞の作品を，広
こう

報
ほう

活動に使って

くれるように手渡しました。

　大和川の水質をきれいにするＣプロジェクトの取

り組みがはじまりました。

　第10回「1994（平成６）年」の課題曲

の最優秀作品「大和川慕
ぼ

情
じょう

」が，演歌

歌手によって歌われました。

　2003（平成15）年の子どもたちのポ

スターは，必死に「大和川はいのちの

川」「ごみを捨てるな」とうったえて

います。

　大和川つけかえ300年を記念して，

2005（平成17）年に「10年後の大和川

へのメッセージ」をタイムカプセルに

入れました。2015年期待通りの大和川

になっていたでしょうか。
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奈
な

良
ら

県
けん

知
ち

事
じ

賞
しょう

諏
す

訪
わ

原
はら

　詩
し

織
おり

　現在まで延べ110,206点の応募があり，

はじまった時小学生だった人びとも大人に

なり，家族で大和川について話しあってい

ます。

　 「おじいちゃんやおばあちゃんの子ども

のころはきれかった」

 　 「お父さんやお母さんの子どものころは，きたな

かった」

　「今はすごくきれいになってきた」

　 「だけど大
だい

腸
ちょう

菌
きん

がへると，安心して泳げるそうだ

よ」

　「ゴミも多いし，もっとがんばらなきゃぁ。」

2014年度の入賞作品より
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（2） 川と親しむ
舟利用の復

ふっ

活
かつ

　大和川では昔，物を運ぶのに船がさかんに利用さ

れていました。1900（明治33）年ごろからは，道路
や鉄道の発

はっ

達
たつ

とともに，水
すい

運
うん

としての大和川の役
やく

割
わり

は小さなものになっています。しかし，最近になっ

て，船
ふな

着
つき

場
ば

を整
せい

備
び

したり，楽しみとしてボートに乗

ったりするようになってきました。

　奈良県桜井市の金
かな

屋
や

では，2000（平成12）年ごろ，
昔の海

つ ば

石榴市
いち

の時代をイメージした親
しん

水
すい

河
か

川
せん

整
せい

備
び

が

されました。駅前で行われていた大和さくらい万
まん

葉
よう

まつりが，河
か

川
せん

敷
じき

で行われるようになり，灯
とう

籠
ろう

流し

やボート乗船が行われています。奈良市の秋
あき

篠
しの

川で

は，2010（平成22）年秋の平
へい

城
じょう

遷
せん

都
と

1300年祭のとき，
舟
ふな

下
くだ

りが行われました。御
ご

所
せ

市
し

の葛
かつら

城
ぎ

川でもボート

の体験乗船が行われています。奈良県と大阪府の境
さかい

にあたる亀
かめ

の瀬
せ

渓
けい

谷
こく

では，カヌー下りも行われてい

ます。

　大阪府の石川では富
とん

田
だ

林
ばやし

や羽
は

曳
びき

野
の

で，また大和川

本
ほん

川
せん

では，柏原市，松原市，堺市の「水
みず

辺
べ

の楽
がっ

校
こう

」

エリアなどで，たびたびカヌーやボートの体験乗船

が行われています。2005（平成17）年の「川とあそ
ぼう大和川まつり」では，みんなであし舟をつくり，

浮かべて遊びました。旧大和川筋にあたる長瀬川で

は，秋の収穫祭のときにボート乗船が行われていま

す。

水
すい

難
なん

事
じ

故
こ

から身を守ろう
　水辺に近づき，親しもうとする場合，水難事故に
気をつけねばなりません。水難事故を防

ふせ

ぐにはどう
すればよいでしょうか。水辺には深みがあったり，
流れの急な所があったり，危

き

険
けん

がつきものなのです。
このことをよく知り，無理をせずに，自分の力

りき

量
りょう

に
あった行動をとることが大切です。とくに深いとこ
ろで船に乗ったりするときには，必

かなら

ずライフジャケ
ットをつけるようにしましょう。また，危険なとこ
ろへは絶対一人では近づかないようにしましょう。
お互いに見守り合いながら行動し，もし危険を感じ
たら，すぐに誰

だれ

かに知らせることも大切です。

▲2010（平成22）年９月　秋篠川舟下り

▶あし舟のボート

▼ライフジャケットをつけよう
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（3） 水
みず

辺
べ

の楽
がっ

校
こう

であそぼう
1　 佐

さ

保
ほ

川
がわ

水辺の学校
　春

かす

日
が

山
やま

原
げん

生
せい

林
りん

が源
げん

流
りゅう

で奈良市を流れる
佐保川は，1940年代ぐらいまで，人々の
くらしとは切りはなせないものでした。
しかし，家がふえ，川の水がよごれ，川
で遊ばなくなってしまいました。そこで，
地いきの皆さんや佐保川小学校などが市
や県にお願いし，1999（平成11）年10月

に「水辺の楽校」が実現し，力を合わせて川の整
せい

備
び

を進めています。自治会の人々は毎月１回，佐保川
小学校の子どもたちは毎週１回，川のそうじをして
います。水辺の楽校ができてから，土手にすてられ
るゴミが少なくなりました。
　土手には草がはえ，さまざまな生き物のすみかと
なっています。カマツカなどがふえ，川の魚の種

しゅ

類
るい

もふえました。
　低学年は，水辺の楽校で水遊びや生き物
さがしをしています。４年生は，理科の学
習で水辺の楽校の土手の植物や生き物を，
１年間調べています。５年生は，水辺の楽
校と，春日山原生林の佐保川の源流で，水
生生物の調査や水

すい

質
しつ

調
ちょう

査
さ

をしています。
　学校の学習だけでなく，子どもたちは，気

き

軽
がる

に水
辺の楽校で遊ぶようになりました。近所の人々は水
辺の楽校の清

せい

掃
そう

をし，お花見をし，年に数回，水辺
のコンサートが行われます。
　ゲンジボタルが食べるカワニナという貝がふえて
きました。佐保川上流の東大寺の近くのように，ゲ
ンジボタルがまう川にするのが，みんなの願いです。

2　 堺にもできた水辺の楽校
　堺でも，50年ぐらい前まで大和川で泳ぎ，魚
や貝をとり，1978（昭和53）年まで水道用水に
利用していました。市民の願いや努力が続いて
少しずつきれいになり，2004（平成16）年「大
和川こどもまつり」，2005（平成17）年「川と
あそぼう大和川まつり」などのイベントも行

おこな

わ
れました。
　2005年，地元の願いにこたえて，国が浅香
に水辺の楽校エリアの整備を始めました。大和川に
大きな石をならべ，瀬

せ

と淵
ふち

浄
じょう

化
か

施
し

設
せつ

もつくりました。
広い砂

さ

州
す

や堤
てい

防
ぼう

，階
かい

段
だん

も楽しい交流場所になってい
ます。
　2006（平成18）年には，「大和川水辺まつり」がひ
らかれ，毎年「水辺の楽校まつり」がもたれていま
す。トイレや足洗い場があり，小学校の学習や地域
のみなさんのあそびやウォークで利用されています。
　６月の大和川かんさつ・あそぼう会では，
ボラがたくさんいて，アユやウナギが見つ
かることもあります。
　安心してあそべる水辺がもっと広がると
いいですね。

▼2011（平成23）年６月
　コイをつかまえたよ！

▲2015（平成27年）６月　小学生も投網でアユを見つけました
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（4） 与
よ

謝
さ

野
の

晶
あき

子
こ

と大和川
　与謝野晶子は，明治から昭和まで活

かつ

躍
やく

した

歌
か

人
じん

です。

　日本の各地やヨーロッパを旅していますが，

砂も水も美しかったふるさとの大和川がなつ

かしいとうたっています。

与謝野晶子の歌碑ができたよ

　大和川市民ネットワークが呼びかけ，

みなさんの協力 で，2013（平成25）年，

堺市浅香山緑
りょく

道
どう

に与謝野晶子の歌
か

碑
ひ

がた

ちました。アユが泳ぐ川をイメージした

デザインで，きれいな川への願いをアピ

ールしています。

（5） 光る川に光る命と人の輪
わ

を
　　～大和川市民ネットワーク～
　みなさんは「川はだれのもの」という歌を知って

いますか。川はだれのものだと思いますか。実
じつ

は川

はみんなのものなのです。そのことを，「みなみらん

ぼう」さんという方がうまく歌にしておられます。

　家や学校で使う水はどこからやってきて，どこへ

流れていくのでしょう。水が汚
よご

れていると，どんな

ことがおきるのか，それを防ぐにはどうすればよい

のでしょう。ひとりひとりが関
かん

心
しん

をもち，学び，意

見をのべ，行動することが大切です。家や学校のま

わりなど，自分に身近なところから，みんなで考え

てほしいと思います。

　大和川市民ネットワークは，そんな思いをつなぎ，

学びあう場として，2008（平成20）年３月につくら

れました。奈良県・大阪府をはじめとして，大和川

にかかわりをもつ人びとが情
じょう

報
ほう

や意見を出し合い，

たすけあいながら活動しています。

　大和川市民ネットワークでは毎年，「大和川の日」

市民のつどいや川で遊び，川に親しみ，川をきれい

にする活動への参加を呼びかけたりしています。み

なさんもつどいに参加して，奈良や大阪の友達をつ

くりましょう。

▲与謝野晶子　文化学院提供

▲1902（明治35）年ころの大和川
　大阪から堺への板橋

▲与謝野晶子の歌碑と大和川　　春の連休には，つつじまつりでにぎわいます。

大和川　砂
すな

に渡せる板
いた

橋
はし

を　遠くおもへと　月
つき

見
み

草
ぐさ

咲く
月見草がさいているのを見ると，大和川の砂

さ
州
す
にわたした板橋をなつかしく思いだす。

沙
すな

白き　新大和川　我が町に　さか
堺

ひ少
お と め

女の　淨
きよ

かれと添
そ

ふ
まだ新大和川と呼んでいた白い砂の大和川は，堺の少女たちが美しく育つことを願って
見守っている。
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