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佐
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寿
延
局
長

国
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通
省
　

中
部
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整
備
局

インタビュー

（８）（第３種郵便物認可） ２０２５年　（令和７年）　６月２０日　（金曜日）

支
援
経
験
生
か
し

災
害
に
備
え
る

産業活動支える基盤づくり

　
中
部
地
方
整
備
局
管
内
で
は
昨
年
度

設
楽
ダ
ム

の
本
体
着
工
や
名
豊
道
路
の
全
線
開
通
な
ど

こ
れ

ま
で
着
実
に
取
り
組
ん
で
き
た
大
規
模
プ
ロ
ジ

ク

ト
が
節
目
を
迎
え
た

こ
れ
ら
に
続
き

次
の
時
代

に
向
け
た
新
た
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
準
備
が
着
々
と

前
進
す
る

エ
リ
ア
の
将
来
像
な
ど
を
示
す
広
域
地

方
計
画
の
策
定
作
業
も
進
む

佐
藤
寿
延
局
長
に
本

年
度
予
算
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
聞
い
た


ド
ロ

ン
の
画
像
を
モ
ニ
タ

で
確
認
︵
長
島
ダ
ム
︶

　
■
本
年
度
予
算
と
事
業
の
特
徴

は


　
﹁
中
部
地
方
整
備
局
の
本
年
度
の
予

算
配
分
額
は
約
７
９
４
５
億
円
︵
前
年

度
当
初
比
１
・
０
３
倍
︶

直
轄
事
業

は
約
３
０
１
９
億
円

平
準
化
や
事
業

加
速
円
滑
化
を
目
的
に
約
１
６
４
億
円

の
国
庫
債
務
負
担
行
為
︵
ゼ
ロ
国
債
︶

を
確
保
し
た

国
民
の
安
全
・
安
心
の

確
保

持
続
的
な
経
済
成
長
の
実
現


地
方
創
生
２
・
０
に
資
す
る
個
性
を
生

か
し
た
地
域
づ
く
り
と
分
散
型
国
土
づ

く
り
の
３
本
を
柱
に
取
り
組
み
を
推
進

す
る
﹂

　
﹁
道
路
事
業
で
は

昨
年
度
か
ら
本

年
度
に
か
け
て
東
海
環
状
自
動
車
道
の

一
部
区
間
な
ど

・
６

が
開
通
を
迎

え
る

多
く
の
事
業
が



年

名

豊
道
路
は
約

年
か
か

た

今
ま
で

積
み
重
ね
て
き
た
成
果
が
結
実
し
た
と

思

て
い
る
﹂

　
﹁
こ
れ
に
続
き

次
の
芽
を
出
す
た

め
の
予
算
が
重
要
に
な
る

本
年
度
は

名
岐
道
路
︵
一
宮

一
宮
木
曽
川
︶
が

新
規
事
業
化
し
た

事
業
区
間
は
愛
知

県
内
で
完
結
す
る
が

名
神
高
速
道
路

の
一
宮
Ｊ
Ｃ
Ｔ
周
辺
で
接
続
し
広
域
ネ


ト
ワ

ク
を
形
成

中
部
圏
全
体
に

影
響
を
与
え
る

岐
阜
方
面
の
人
々
か

ら
も
要
望
が
強
い
事
業
だ

次
の
ス
テ


プ
に
踏
み
出
す
た
め
の
予
算
だ
と
認

識
し
て
お
り

早
期
開
通
を
目
指
し
事

業
を
展
開
し
た
い

こ
の
ほ
か
管
内
で

は
一
宮
西
港
道
路

浜
松
湖
西
豊
橋
道

路
な
ど

約
１
０
０

の
高
規
格
道
路

を
つ
な
げ
る
計
画
が
あ
り

関
係
者
と

の
協
議
を
進
め
て
い
る
﹂

　
﹁
河
川
事
業
は
新
た
に

天
竜
川
上

流
で
治
水
機
能
増
強
検
討
調
査
を
開
始

す
る

気
候
変
動
で
豪
雨
災
害
は
激
甚

化
し
て
お
り

危
機
感
を
持
つ
地
域
住

民
も
多
い

河
川
拡
幅

河
床
掘
削
な

ど
の
対
策
を
実
施
し
て
い
る
が

流
下

能
力
を
増
や
す
に
は
限
界
が
あ
る

ど

こ
か
で
水
を
貯
留
し
な
け
れ
ば

十
分

な
対
応
は
難
し
い
﹂

　
﹁
狩
野
川
の
河
川
整
備
計
画
変
更
手

続
き
も
推
進
す
る

治
水
の
大
き
な
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
放
水
路
の
増
強
に
つ
い

て

一
定
の
方
向
性
を
示
す

長
良
川

の
遊
水
地
の
整
備
や
天
竜
川
中
下
流
部

の
天
竜
川
ダ
ム
再
編
事
業
も
前
進
さ
せ

る

気
候
変
動
の
ス
ピ

ド
に
負
け
な

い
よ
う

先
手
で
プ
ロ
ジ

ク
ト
を
進

め
る
こ
と
が
重
要
だ
﹂

　
﹁
港
湾
事
業
で
は

四
日
市
港
の
コ

ン
テ
ナ
タ

ミ
ナ
ル
整
備
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
る

今
後

東
海
環
状
自
動

車
道
が
つ
な
が

て
岐
阜
県
が
海
に
近

く
な
れ
ば
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ

る

道
路
と
港
湾
が
連
携
し

物
流
機

能
強
化
を
図
る
﹂

　
■
広
域
地
方
計
画
の
策
定
作
業

も
進
む


　
﹁
中
部
圏
は
何
と
言

て
も

我
が

国
の
も
の
づ
く
り
の
中
心
地

産
業
活

動
を
ど
う
支
え
て
い
く
か
が
広
域
地
方

計
画
の
ポ
イ
ン
ト
だ

新
た
に
動
き
出

し
て
い
る
各
プ
ロ
ジ

ク
ト
が
次
世
代

の
中
部
圏
の
基
盤
と
な
る
よ
う

し


か
り
位
置
付
け
た
い
﹂

　
﹁
産
業
構
造
の
変
化
の
中
で

水
素

や
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の
新
し
い
エ
ネ
ル

ギ

源
を
イ
ン
フ
ラ
が
支
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

一
宮
西
港
道
路
か
ら
名
古

屋
三
河
道
路
へ
の
つ
な
が
り
は
名
古
屋

港
と
産
業
集
積
地
帯
を
連
結
す
る
大
き

な
ル

ト
に
な
る

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を

引
き

内
陸
部
ま
で
水
素
を
持

て
行

く
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う

こ
う

い

た
構
想
は
も
の
づ
く
り
が
集
中
し

て
い
る
中
部
だ
か
ら
こ
そ
描
く
こ
と
が

で
き
先
駆
的
な
エ
リ
ア
に
な
る
産
業

の
動
脈
と
し
て
役
割
を
果
た
す
よ
う


経
済
界
な
ど
関
係
者
と
議
論
を
深
め
た

い
﹂

　
﹁
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
波
及
効
果

も
大
き
い

例
え
ば
長
野
県
飯
田
市
へ

の
中
間
駅
の
設
置
に
は

地
元
だ
け
で

な
く
浜
松
市
の
人
々
も
高
い
期
待
を
寄

せ
る

三
遠
南
信
自
動
車
道
は
そ
う
い


た
人
た
ち
の
ニ

ズ
に
応
え
る
道
路

に
な
る

圏
域
全
体
を
俯
瞰
し

リ
ニ

ア
と
イ
ン
フ
ラ
の
活
用
を
セ

ト
で
と

ら
え
る
視
点
が
大
切
だ
﹂

　
■
防
災
対
策
は


　
﹁
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
で
特
に
大

き
な
被
害
が
想
定
さ
れ
る
半
島
部
で

は

昨
年
立
ち
上
げ
た
半
島
・
沿
岸
初

動
戦
略
検
討
会
で
日
ご
ろ
か
ら
顔
が
見

え
る
関
係
を
構
築
す
る

水
道
行
政
が

移
管
し

給
水
車
だ
け
に
依
存
し
な
い

断
水
対
策
も
進
め
て
お
り

自
治
体
や

民
間
企
業
と
協
力
し
て
地
下
水
の
活
用

等
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
﹂

　
﹁
中
部
は
他
エ
リ
ア
か
ら
の
受
援
経

験
が
乏
し
い
が

支
援
で
災
害
対
応
の

場
数
を
踏
ん
で
い
る

発
災
か
ら
被
災

ま
で
の
リ

ド
タ
イ
ム
が
あ
る
水
害
な

ど
は
エ
バ
キ

エ

シ

ン︵
待
避
︶

地
震
な
ど
は
シ

ル
タ
リ
ン
グ︵
避
難
︶

と
い

た
よ
う
に

各
災
害
の
特
性
を

考
慮
し
て
オ
ペ
レ

シ

ン
を
検
討
す

る
﹂

　
﹁
セ
ン
サ

の
小
型
化

通
信
コ
ス

ト
の
低
下
な
ど
に
よ
り
水
道
や
ガ
ス


電
気
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
情
報
取

得
が
容
易
に
な

て
い
る

ど
こ
で
ど

の
よ
う
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
か


即
座
に
把
握
す
る
時
代
も
近
い

大
量

に
集
ま
る
情
報
を
ビ

グ
デ

タ
化

し

Ａ
Ｉ
の
活
用
に
よ
り
対
応
に
生
か

せ
る
よ
う
に
し
た
い
﹂

　
﹁
防
災
技
術
を
活
用
し
や
す
い
よ
う

一
般
化
す
る
こ
と
も
重
要
だ

排
水
ポ

ン
プ
の
マ
ス
プ
ロ
ダ
ク
ト
化
に
本
腰
を

入
れ
て
お
り

一
般
車
両
の
エ
ン
ジ
ン

で
稼
働
可
能
な
市
町
村
が
設
置
・
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
で
き
る
も
の
を
開
発
し
て
い

る
﹂

　
■
生
産
性
向
上
や
働
き
方
改
革

の
取
り
組
み
は


　
﹁
建
設
現
場
の
Ｄ
Ｘ
は

機
械
が
人

の
代
わ
り
に
動
く
こ
と
が
ゴ

ル
で
は

な
く

人
が
休
ん
で
い
る
間
も
作
業
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

た
よ
う

に
実
質
的
な
生
産
性
の
向
上
ま
で
つ
な

げ
る
こ
と
が
重
要

必
然
的
に

大
規

模
で
繰
り
返
し
作
業
の
多
い
ダ
ム

ト

ン
ネ
ル
が
実
証
フ


ル
ド
に
な
る


ど
の
よ
う
な
作
業
を
ど
の
よ
う
に
機
械

に
置
き
換
え
て
い
く
か

単
独
の
技
術

で
は
な
く
現
場
全
体
へ
の
効
果
を
踏
ま

え
な
が
ら
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
﹂

　
﹁
維
持
管
理

点
検
の
効
率
化
も
図

る

３
月
に
長
島
ダ
ム
で

ド
ロ

ン

の
試
験
飛
行
を
行

た

長
距
離
・
長

時
間
の
巡
視
を
問
題
な
く
実
施
で
き


実
用
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た


次
は
山
奥
の
砂
防
施
設
だ

徳
山
ダ
ム

の
上
流
域
な
ど
は
ア
ク
セ
ス
が
困
難

で

人
が
船
や
徒
歩
で
現
場
に
入

て

い
る
た
め

ド
ロ

ン
が
実
用
化
で
き

れ
ば
効
果
は
大
き
い

ス
タ

リ
ン
ク

の
小
型
化
が
進
み

通
信
不
感
地
帯
の

問
題
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で

積
極
的
に
導
入
し
た
い
﹂

　
﹁
働
き
方
改
革
は

週
休
２
日
の
確

保
は
一
定
の
段
階
に
達
し
た

次
の
ス

テ

プ
で
は
働
く
人
に
と

て
ど
の
よ

う
な
働
き
方

休
み
方
が
幸
せ
な
の
か

を
柔
軟
に
考
え
る
必
要
が
あ
る

例
え

ば

遠
方
か
ら
ダ
ム
や
ト
ン
ネ
ル
の
現

場
に
従
事
し
て
い
る
人
は

土
日
の
２

日
間
で
帰
ろ
う
と
は
な
ら
な
い

作
業

日
を
調
整
し
て
３
連
休
を
つ
く

た
り

長
期
休
暇
を
長
く
し
た
り
し
た
方
が
う

れ
し
い
だ
ろ
う

労
働
局
と
も
連
携
し

な
が
ら
労
働
者
の
ニ

ズ
を
踏
ま
え


さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ

シ

ン
を
検
討

し
た
い
﹂

次の時代に向けたインフラ整備へ
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一
宮
西
港
道
路
　

中
央
ル

ト
で
検
討

国道号名岐道路

つ
な
が
る
中
部

・
６

（９） （第３種郵便物認可）２０２５年　（令和７年）　６月２０日　（金曜日）

　
一
宮
西
港
道
路
は

東
海
北
陸
自
動
車
道
の
一
宮
Ｊ
Ｃ

Ｔ
︵
愛
知
県
一
宮
市
︶
と
名
古
屋
港
周
辺
の
伊
勢
湾
岸
自

動
車
道
を
結
ぶ

政
策
目
標
は
▽
速
達
性

定
時
性
の
向

上
に
よ
る
物
流
活
動
の
支
援
▽
災
害
発
生
時
の
信
頼
性
の

高
い
道
路
ネ

ト
ワ

ク
の
強
化
▽
土
地
利
用
の
高
度

化

地
域
と
連
携
し
た
開
発
の
促
進
に
よ
る
持
続
可
能
な

地
方
都
市
の
形
成

の
３
点

整
備
に
よ
り

伊
勢
湾
岸

自
動
車
道
か
ら
東
海
北
陸
自
動
車
道
へ
の
ス
ム

ズ
な
ア

ク
セ
ス
機
能
や
災
害
時
の
南
北
の
緊
急
輸
送
道
路
の
確

保

産
業
発
展
拠
点
と
し
て
の
期
待
が
大
き
い
エ
リ
ア
の

ポ
テ
ン
シ

ル
の
最
大
限
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る


　
昨
年
度
は

ア
ン
ケ

ト
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
地
域
の
意

見
を
吸
い
上
げ
な
が
ら
ル

ト
帯
案
を
検
討
し
た
結
果


東
側
ル

ト
︵
西
尾
張
中
央
道
活
用
︶

中
央
ル

ト


西
側
ル

ト
︵
国
道
１
５
５
号
活
用
︶
の
３
ル

ト
案
か

ら

中
央
ル

ト
が
妥
当
と
評
価
さ
れ
た


　
中
央
ル

ト
は

３
ル

ト
案
の
中
で
唯
一
の
新
設
道

路
案

延
長
は
約



新
設
の
た
め

施
工
時
の
現
道

へ
の
影
響
は
小
さ
く

他
案
よ
り
工
期
は
短
く
な
る
と
想

定
し
た

事
業
費
は
約
１
兆
２
５
０
０
億

１
兆
５
０
０

０
億
円
を
見
込
む


　
海
部
地
域
の
概
ね
中
央
部
を
通
過
す
る
こ
と
で
名
古
屋

港
を
含
む
地
域
全
体
の
速
達
性

定
時
性
の
向
上

災
害

時
の
信
頼
性
の
高
い
道
路
ネ

ト
ワ

ク
の
確
保

土
地

利
用
の
高
度
化

地
域
と
連
携
し
た
開
発
の
促
進
に
よ
る

持
続
可
能
な
地
方
形
成
が
最
も
期
待
で
き
る
と
評
価
さ
れ

た


　
ル

ト
案
に
は
Ｉ
Ｃ
の
検
討
位
置
と
し
て
６
カ
所
を
示

し
た

今
後
の
検
討
で
は

広
域
物
流
交
通
を
担
う
主
要

幹
線
道
路
と
の
接
続
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
相
互
利
用

の
し
や
す
さ
に
配
慮
す
る
と
と
も
に

名
古
屋
港
な
ど
の

産
業
拠
点
と
の
ア
ク
セ
ス
性
に
配
慮
す
る

ま
た

地
域

の
主
要
な
道
路
と
の
接
続
を
確
保
し

各
居
住
圏
域

市

役
所
や
防
災
拠
点
と
の
ア
ク
セ
ス
性
も
考
慮
す
る


中央ルート図

新
規
事
業
化
区
間

　
名
岐
道
路
は

愛
知
県
一
宮
市
か

ら
岐
阜
市
に
至
る
延
長


の
高
規

格
道
路

こ
の
う
ち

一
宮

一
宮

木
曽
川
が
本
年
度

新
規
事
業
化
し

た

事
業
区
間
は
愛
知
県
一
宮
市
丹

陽
町
九
日
市
場

同
市
大
毛
の
延
長

６
・
９


１
億
円
を
計
上
し

調

査
設
計
を
推
進
す
る


　
高
架
構
造
で
４
車
線
の
道
路
を
整

備
す
る

計
画
交
通
量
は
約
４
万
６

７
０
０
台
／
日

機
能
を
最
大
限
に

発
現
さ
せ
る
た
め

一
宮
Ｉ
Ｃ
の
Ｊ

Ｃ
Ｔ
化
も
実
施
し

名
神
高
速
道
路

と
の
相
互
利
用
を
可
能
に
す
る

全

体
事
業
費
は
約
２
７
０
０
億
円
を
見

込
む

名
古
屋
高
速
道
路
公
社
に
よ

る
有
料
道
路
事
業
と
の
合
併
施
行
を

前
提
と
し
て
お
り

今
後

事
業
区

分
の
調
整
を
進
め
る
予
定


　
名
岐
道
路
の
整
備
に
よ
り

航
空

宇
宙
関
連
部
品
の
製
造
な
ど
が
盛
ん

な
岐
阜
エ
リ
ア
か
ら

航
空
機
の
前

部
胴
体
の
組
み
立
て
が
行
わ
れ
る
名

古
屋
港

海
外
輸
送
の
拠
点
と
な
る

中
部
国
際
空
港
ま
で
を
最
短
で
結
ぶ

自
動
車
専
用
道
路
が
構
築
さ
れ
る


岐
阜
地
域
か
ら
名
古
屋
港
周
辺
︵
組

み
立
て
工
場
︶
ま
で
は
現
在


分

掛
か
る
が

整
備
後
は
約

分
に
短

縮
で
き
る
想
定
だ


　
渋
滞
緩
和
や
地
域
交
通
の
円
滑
化

も
期
待
で
き
る

現
道
は
一
宮
市
内

の
信
号
連
担
と
交
通
集
中
に
よ
り


朝
夕
ピ

ク
時
に
慢
性
的
に
速
度
低

下
が
発
生

国
道

号
の
旅
行
速
度

は

平
均
時
速


で

愛
知
県
内

の
直
轄
国
道
の
平
均
旅
行
速
度
に
対

し
６
割
程
度
と
な

て
い
る

広
域

移
動
を
受
け
持
つ
名
岐
道
路
と

地

域
交
通
を
受
け
持
つ
国
道

号
に
よ

り
道
路
ネ

ト
ワ

ク
機
能
を
階
層

化
す
る
こ
と
で
交
通
分
散
を
図
る
こ

と
が
で
き

整
備
後
は
平
均
時
速



に
上
昇
す
る
効
果
も
想
定
さ
れ

る


　
北
陸
圏
・
中
部
圏
で
は

広
域
観

光
周
遊
ル

ト
で
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観

光
を
促
進
し
て
い
る

今
後

リ
ニ

ア
中
央
新
幹
線
が
開
業
す
れ
ば
さ
ら

な
る
需
要
増
加
が
見
込
ま
れ
る
が


交
通
拠
点
か
ら
世
界
遺
産
の
白
川
郷

を
は
じ
め
と
す
る
観
光
地
へ
の
ア
ク

セ
ス
に
は

高
速
ネ

ト
ワ

ク
上

に
ボ
ト
ル
ネ

ク
箇
所
が
存
在
し
て

い
る
た
め

渋
滞
時
間
を
考
慮
し
た

ツ
ア

計
画
と
な
り

観
光
地
の
滞

在
時
間
減
少
な
ど
が
課
題
と
な

て

い
る

名
岐
道
路
の
整
備
に
よ
り


ボ
ト
ル
ネ

ク
箇
所
で
あ
る
一
宮
Ｉ

Ｃ

一
宮
木
曽
川
Ｉ
Ｃ
の
最
大
所
要

時
間
を

現
況
の

分
か
ら
約
７
分

へ
と
短
縮
す
る
大
幅
な
効
果
が
期
待

で
き
る


一
宮

一
宮
木
曽
川
を
新
規
事
業
化

名豊道路など開通祝う
名
豊
道
路
の
通
り
初
め

名
豊
道
路
の
開
通
セ
レ
モ
ニ


　
中
部
地
方
整
備
局
管
内
で
は

昨
年

度
か
ら
今
年
夏
に
か
け
て

東
海
環
状

自
動
車
道
や
蒲
郡
Ｂ
Ｐ

北
勢
Ｂ
Ｐ


島
田
金
谷
Ｂ
Ｐ
の
４
事
業
︵
総
延
長


・
６

︶が
順
次
開
通
を
迎
え
て
い
る


各
地
で
開
か
れ
た
式
典
・
セ
レ
モ
ニ


で
は

事
業
担
当
者
で
あ
る
国
土
交
通

省
や
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
に
加

え

知
事
や
市
町
村
長

地
域
の
経
済

関
係
者
地
域
住
民
な
ど
も
多
数
出
席


人

モ
ノ

情
報

地
域
の
つ
な
が
り

を
強
化
す
る
新
た
な
道
路
ネ

ト
ワ


ク
の
形
成
を
盛
大
に
祝

た


　
３
月
８
日

蒲
郡
Ｂ
Ｐ
の
豊
川
為
当

Ｉ
Ｃ
︵
豊
川
市
為
当
町
︶

蒲
郡
Ｉ
Ｃ

︵
蒲
郡
市
清
田
町
︶
の
延
長
９
・
１


が
開
通
し
た

こ
れ
に
よ
り

名
古
屋

市
か
ら
豊
橋
市
ま
で
を
結
ぶ
延
長
約


・
７

の
高
規
格
道
路
﹁
名
豊
道
路
﹂

が

１
９
７
２
年
度
の
事
業
着
手
か
ら

半
世
紀
の
時
を
経
て
全
線
開
通
と
な


た

蒲
郡
市
民
会
館
で
行
わ
れ
た
式
典

で
鈴
木
寿
明
蒲
郡
市
長
は
﹁
道
路
を
活

用
し

物
流
や
人
流

産
業

観
光
に

よ
る
地
域
活
性
化

防
災
な
ど
に
つ
な

げ
た
い
﹂

大
村
秀
章
知
事
は
﹁
名
古

屋
港
や
三
河
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
を
飛

躍
的
に
高
め

県
の
重
要
な
東
西
軸
に

な
る

開
通
効
果
を
最
大
限
に
生
か
す

た
め

イ
ノ
ベ

シ

ン
創
出
の
取
り

組
み
な
ど
を
加
速
し

日
本
の
成
長
を

リ

ド
し
た
い
﹂
と
あ
い
さ
つ

佐
藤

寿
延
局
長
は
﹁
連
綿
と
多
く
の
方
が
事

業
に
携
わ
り

き

う
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
た

開
通
を
機
に
地
域

圏
域

が
ま
す
ま
す
発
展
し

つ
な
が
る
こ
と

を
祈
念
す
る
﹂
と
話
し
た


　
名
豊
道
路
は
知
立

岡
崎

蒲
郡


豊
橋
豊
橋
東
の
五
つ
の
Ｂ
Ｐ
で
構
成


名
古
屋
か
ら
豊
橋
・
浜
松
方
面
の
移
動

時
間
を
大
幅
に
短
縮
し

日
常
生
活
圏

の
拡
大
や
地
域
間
交
流
の
活
発
化
に
寄

与
す
る

自
動
車
組
み
立
て
工
場
か
ら

三
河
港
ま
で
の
物
流
ル

ト
を
形
成
す

る
こ
と
で

も
の
づ
く
り
産
業
の
生
産

性
向
上

沿
線
市
町
の
産
業
振
興
に
も

貢
献
す
る

蒲
郡
Ｂ
Ｐ
の
開
通
は
暫
定

２
車
線
で

早
期
の
４
車
線
化
も
期
待

さ
れ
て
い
る


　
３
月
７
日
に
は

島
田
金
谷
Ｂ
Ｐ

︵
静
岡
県
島
田
市
野
田

掛
川
市
佐
夜

鹿
︶
の
う
ち

大
代
Ｉ
Ｃ

旗
指
Ｉ
Ｃ

の
延
長
４
・
３

が
４
車
線
化


年

度
に
事
業
化
し
整
備
を
進
め
て
き
た


交
通
の
ボ
ト
ル
ネ

ク
と
な

て
い
る

大
井
川
渡
河
部
の
交
通
容
量
を
増
強

し

通
勤
渋
滞
緩
和
や
物
流
の
円
滑
化

・
利
便
性
向
上

安
定
的
・
効
率
的
な

救
命
救
急
活
動
の
支
援
な
ど
に
寄
与
す

る


　
三
重
県
内
で
は
３
月

日
に

北
勢

Ｂ
Ｐ
︵
市
︶
日
永
八
郷
線
︵
四
日
市
市

山
之
一
色
町
︶

国
道
４
７
７
号
Ｂ
Ｐ

︵
四
日
市
市
曽
井
町
︶が
つ
な
が

た


国
道
１
号
北
勢
Ｂ
Ｐ
は

川
越
町
南
福

崎

四
日
市
市
采
女
町
を
結
ぶ
約



の
幹
線
道
路

渋
滞
緩
和
や
災
害
に
強

い
道
路
機
能
の
確
保

地
域
活
性
化
な

ど
の
効
果
が
期
待
で
き
る

北
側
の
延

長
８
・
５

は
開
通
済
み

今
回
で


・
６

が
開
通
と
な

た


　
愛
知

岐
阜

三
重
の
３
県
を
環
状

に
連
結
し

東
名
や
名
神
な
ど
の
高
速

道
路
と
一
体
と
な

て
広
域
的
な
ネ


ト
ワ

ク
を
形
成
す
る
﹁
東
海
環
状
自

動
車
道
﹂
も
着
々
と
整
備
が
進
む

中

日
本
高
速
道
路
と
連
携
し

３
月

日

に
は
い
な
べ
Ｉ
Ｃ
︵
三
重
県
い
な
べ
市

北
勢
町
阿
下
喜
︶

大
安
Ｉ
Ｃ
︵
同
市

大
安
町
高
柳
︶
の
延
長
６
・
５

が


４
月
６
日
に
は
山
県
Ｉ
Ｃ
︵
岐
阜
県
山

県
市
西
深
瀬
︶

本
巣
Ｉ
Ｃ
︵
本
巣
市

上
保
︶の
延
長

・
９

が
開
通
し
た


沿
線
へ
の
企
業
立
地
や
救
急
医
療
活
動

へ
の
貢
献

観
光
効
果
な
ど
が
期
待
さ

れ
る
こ
れ
で
全
約
１
５
３

の
う
ち


開
通
延
長
は
約
８
割
の
１
２
７
・
８


と
な

た

夏
に
は
本
巣
Ｉ
Ｃ
︵
本
巣

市
︶

大
野
神
戸
Ｉ
Ｃ
︵
大
野
町
︶
の

約
６
・
８

も
開
通
す
る
予
定
だ


各地で新たな道路ネットワーク形成



沼
津
狩
野
川
か
わ
ま
ち
づ
く
り

木曽三川公園

四
日
市
港
海
岸
直
轄
海
岸
保
全
施
設
整
備
事
業

天
竜
川
上
流
治
水
機
能
増
強
検
討
調
査

国土交通省　中部地方整備局特集
（１０）（第３種郵便物認可） ２０２５年　（令和７年）　６月２０日　（金曜日）

地
域
と
一
体
で
水
辺
の
魅
力
創
出

イメージ（中部整備局発表資料から）

　
静
岡
県
沼
津
市
を
流
れ
る
狩
野
川
水
系
狩
野
川

で
は

本
年
度
の
新
規
事
業
と
し
て
上
土
周
辺
地

区
を
対
象
に

沼
津
狩
野
川
か
わ
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る

対
象
地
区
の
右
岸
側
に
は
既
設
の
階

段
護
岸
が
あ
り

﹁
都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区

域
﹂
に
指
定
さ
れ
﹁
か
の
が
わ
風
の
テ
ラ
ス
﹂
と

し
て

隣
接
す
る
中
央
公
園
や
商
業
施
設
と
一
体

的
に
活
用
さ
れ
て
い
る

沼
津
市
都
市
計
画
マ
ス

タ

プ
ラ
ン
で
は

狩
野
川
を
活
用
し
た
ま
ち
づ

く
り
が
計
画
さ
れ
て
お
り

中
央
公
園
の
再
整
備

プ
ロ
ジ

ク
ト
も
進
行
中

国
と
沼
津
市
が
連
携

し

さ
ら
な
る
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
の
た
め

左
岸

側
で
﹁
上
土
周
辺
地
区
水
辺
整
備
事
業
﹂
を
実
施

す
る


　
本
年
度
は

右
岸
側
の
親
水
護
岸
や
坂
路

ス

ロ

プ
の
整
備
に
向
け
た
実
施
設
計
を
行
う

市

も
左
岸
側
で
中
央
公
園
の
再
整
備
や
ら
せ
ん
階
段

の
改
修
な
ど
に
取
り
組
む

整
備
後
は

年
間
利

用
者
数
や
水
面
利
用
者
数

歩
行
通
行
量
が
約


％
増
化
す
る
見
込
み
だ


　
上
土
周
辺
の
整
備
と
と
も
に
上
・
下
流
の
各
エ

リ
ア
と
地
域
資
源
を
生
か
し
た
連
携
や
カ
ヌ



Ｓ
Ｕ
Ｐ

サ
イ
ク
リ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
つ
な

が
り
を
強
化
す
る
こ
と
で

流
域
全
体
の
活
性
化

が
期
待
で
き
る


水
と
緑
の
館
で

耐
震
化
・
老
朽
化
対
策

　
国
営
木
曽
三
川
公
園
は

東
海
地
方
の
広
域
的

レ
ク
リ
エ

シ

ン
需
要
に
対
応
す
る
た
め

木

曽
川

長
良
川

揖
斐
川
が
持
つ
広
大
な
オ

プ

ン
ス
ペ

ス
を
活
用
し
て
設
置
し
た
公
園

１
９

８
０
年
度
か
ら
事
業
着
手
し


年

月
に
木
曽

三
川
公
園
セ
ン
タ

を
一
部
供
用
開
始
し
て
以

来

２
０
１
５
年
度
に
は
部
分
開
園
を
含
む

拠

点
の
全
て
を
開
園
し
た

そ
の
後
も
順
次
整
備
エ

リ
ア
を
広
げ

今
年
３
月
に
は
ア
ク
ア
ワ

ル
ド

水
郷
パ

ク
セ
ン
タ

・
大
江
緑
道
万
寿
新
田
広

場
を
追
加
供
用
し
た


年
度
に
は
年
間
約
８
４

０
万
人
が
来
園


年
度
末
時
点
の
開
園
面
積
は

約
３
０
２
・
１

と
な

て
い
る

今
後

未
供

用
区
域
の
整
備
を
進
め
追
加
供
用
す
る
こ
と
に
よ

り

さ
ら
な
る
利
用
促
進
を
図
る


　
本
年
度
の
取
り
組
み
を
見
る
と

木
曽
三
川
公

園
セ
ン
タ

︵
岐
阜
県
海
津
市
︶
は
管
理
施
設
再

整
備
や
展
示
物
設
計
設
置
を
行
う

水
と
緑
の
館

の
耐
震
化
・
老
朽
化
対
策
を
実
施
し

安
全

安

心
な
施
設
を
整
備
す
る

ワ
イ
ル
ド
ネ
イ
チ



プ
ラ
ザ
︵
愛
知
県
稲
沢
市
︶
で
は
園
路
整
備

桜

堤
サ
ブ
セ
ン
タ

︵
岐
阜
県
羽
島
市
︶
で
は
敷
地

造
成

ア
ク
ア
ワ

ル
ド
水
郷
パ

ク
セ
ン
タ


・
大
江
緑
道
︵
岐
阜
県
海
津
市
︶
で
は
管
理
施
設

の
整
備

桑
名
七
里
の
渡
し
公
園
︵
三
重
県
桑
名

市
︶
で
は
基
本
設
計
を
進
め
る


　
ハ

ド
面
と
と
も
に

河
川
管
理
者
と
沿
川
自

治
体
が
連
携
し
た
ソ
フ
ト
面
の
取
り
組
み
も
注
力

す
る

ス
ラ

ク
イ
ン
体
験
会
や
公
園
ボ
ラ
ン
テ


ア
に
よ
る
園
芸
活
動

サ
イ
ク
ル
ツ

リ
ズ
ム

の
推
進
な
ど

地
域
活
性
化
や
観
光
振
興
に
つ
な

が
る
活
動
を
展
開

田
植
え
体
験
な
ど
で
自
然
環

境
や
歴
史
・
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
機
会

の
提
供
に
も
貢
献
す
る

公
園
は
平
時
の
憩
い
や

に
ぎ
わ
い
だ
け
で
な
く

災
害
時
の
避
難
場
所
と

し
て
も
機
能
を
果
た
し

地
域
の
防
災
力
向
上
に

寄
与
す
る


▲水
と
緑
の
館
イ
メ

ジ
パ

ス

津波や高潮からエリアを防護

着工式で鍬入れ

　
四
日
市
市
街
地
を
背
後
圏
に
抱
え

地
域

の
エ
ネ
ル
ギ

供
給
拠
点
と
し
て
重
要
な
役

割
を
担
う
四
日
市
港
を
災
害
か
ら
守
る
た
め

の
﹁
四
日
市
港
海
岸
直
轄
海
岸
保
全
施
設
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安全・安心を守り豊かな生活に貢献
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ＤＸを駆使してダム再生事業を推進
　新丸山ダム工事事務所は、既設丸山ダムの下流側．
ｍの位置に一部重なる形で．ｍ嵩上げを行い、洪水調
節機能の強化、流水の正常な機能の維持、発電の増強を
図り、より安全で快適な暮らしを支えるダム再生事業に
取り組んでいます。
　年度は、ダム本体のコンクリート打設等を進める
とともに、付替国道号の７号橋（仮称）のアーチ部
に着手し、県道大西瑞浪線の付替道路整備を継続して進
めます。
　ダム本体工事では、既設丸山ダムの洪水調節機能を維
持しながらの工事であるため難易度は高く、高い技術力
とデジタル技術を最大限に活用します。骨材製造設備か
らコンクリート打設までの一連の工程を、フルスペック
でオートメーション化する国内初となる「自律型コンク
リート打設システム」にチャレンジし、建設現場の生産
性・安全性の向上を目指します。
　また、ダム周辺地域における自然・文化・伝統等の地
域資源と新丸山ダム建設に伴う基盤整備等を活用し、地
域の満足度を継続的に高める地域振興について関係自治
体と取り組みの輪を広げてまいります。

治水事業と道路事業を生かした地域活性化
　沼津河川国道事務所は、静岡県東部・伊豆地域におけ
る、治水及び道路事業を担当しています。　
　治水事業では、年８月に気候変動を踏まえて狩野
川の河川整備基本方針を改定したところであり、年度
は当面年程度の具体的な整備メニューを定める河川整
備計画の変更を進めてまいります。
　流域における洪水被害を軽減させるため、築堤護岸等
について引き続き実施してまいります。また、柿田川の
自然再生を行います。狩野川上流域では、地域の安全・
安心のため砂防設備の整備を推進します。
　道路事業では、年３月に伊豆縦貫道の河津七滝ＩＣ
～河津逆川ＩＣ間．㎞が開通したほか、天城峠道路
（月ケ瀬～茅野）．㎞が年度に新規事業化されたと
ころであり、引き続き、伊豆縦貫道の全線開通に向け、
事業を推進してまいります。
　また、主要幹線道路である国道１号・号・号等、
総延長㎞の維持管理を適切に行うとともに、トンネ
ルや橋梁等のメンテナンスのほか、交通安全対策や道路
空間整備を推進します。
　引き続き、関係自治体と緊密に連携を図りながら、事
務所一丸となって取り組んでまいります。

天竜川中下流域の安心・安全の確保
　天竜川ダム再編事業は、「天竜川水系河川整備計画」
における治水や総合土砂管理のための整備メニューとし
て位置づけられ、新たな洪水調節機能の確保とダム貯水
池への堆砂を抑制する恒久的な堆砂対策施設の整備によ
り天竜川中下流部の洪水被害の防止・軽減を図るととも
に土砂移動の連続性を確保し遠州灘沿岸の海岸侵食の抑
制等を目指すものです。
　年度は、治水関連施設や電気通信設備並びに堆砂
対策施設の設計を進めるとともに、ダム管理施設への進
入路工事に着手するなど、事業の進捗を図ってまいりま
す。併せて治水関連施設、貯水池周辺のボーリング調査
や環境調査に取り組んでまいります。
　また、天竜川ダム再編事業への理解度向上の取り組み
として、ダムの役割や天竜川の土砂移動に関する勉強会
などを、佐久間地域の団体である「佐久間と天竜川流域
の未来プロジェクト」と連携して進めるとともに、天竜
川中下流域の安心・安全の確保に取り組んでまいります。

枇杷島地区対策等を通じて流域の生活に貢献
　庄内川河川事務所は、土岐川・庄内川の河川改修、維
持管理、環境整備、及び小里川ダムの管理を行っていま
す。
　庄内川では、枇杷島地区の狭窄部対策、流下能力向上
のための河道掘削、堤防の高さや断面の不足解消のため
の堤防整備を進めます。このうち枇杷島地区の狭窄部に
おいて引堤及び橋梁を架け替えることで治水安全度を向
上させる特定構造物改築事業を進めています。
　土岐川では、月見地区（岐阜県多治見市）で流下能力
向上のために環境に配慮しながら河道掘削を進めていく
こととしています。また、かわまちづくりとして、豊岡
地区上流部において多治見市と連携した散策路や多目的
広場等の整備を行い、賑わいある河川空間の整備を進め
ています。
　一方、近年では気候変動の影響により大規模な洪水が
全国各地で発生しており、流域全体で水害を軽減させる
治水対策として「庄内川水系流域治水プロジェクト」を
推進しています。小里川ダムでは、地域と協働して水源
地域活性化に向けた取り組みを引き続き進めます。
　今後も庄内川流域の住民の皆様の生き生きとして、し
なやかな生活に貢献できるよう努めてまいります。

良質な官庁施設とサービスの提供
　静岡営繕事務所は、静岡県に所在する国家機関の官庁
施設について、施設整備や保全指導を実施しています。
　年度は、危険箇所の解消等の老朽化対策として浜
松東税務署及び島田労働総合庁舎の空調設備改修工事、
並びに沼津地方合同庁舎の電気設備改修工事に着手する
など施設の長寿命化を図っていきます。
　また、年度から継続している静岡地方・家庭裁判所
沼津支部庁舎の建て替えに伴う新築工事が本格化してい
きます。
　工事の施工に当たっては、ＢＩＭをはじめ生産性向上
技術の活用拡大により現場業務の効率化をさらに進める
ほか、完全週休２日の実施や執務環境改善に取り組み、
受・発注者双方の働き方改革をより一層推進していきま
す。
　保全指導としては、各省各庁の施設管理者が行う官庁
施設情報管理システムへの保全情報入力にあたりサポー
トを実施し、その情報を基に施設の問題点やニーズを把
握し改修に繋げていきます。
　また、当事務所に設置している公共建築相談窓口を通
じて地方公共団体への技術的な支援にも取り組んでまい
ります。

富士山麓と東西交通の大動脈を守る
　富士砂防事務所は、静岡県と山梨県にまたがる富士山
山麓における火山砂防事業と日本の大動脈であるＪＲ東
海道線、国道１号、東名高速道路が集中する静岡市の由
比地区における地すべり対策事業を実施しています。
　年は４月に低気圧によりスラッシュ雪崩が発生
し、大沢遊砂地が土砂（約万㎥）を捕捉し下流の被害
を防ぎました。８月の台風第号では由比サッタ峠で時
間雨量．㎜、２日間雨量㎜を観測しましたが、排
水トンネルなどにより地下水位低下が確認されるなど、
これまでに整備を進めてきた施設の効果が確認されてい
ます。
　年度は、「流域治水」の一環として、富士山南西麓
では大沢崩れの源頭部での斜面対策、風祭川などでの遊
砂地工、千束川などでの砂防堰堤工、揚久保沢での渓流
保全工の整備、火山噴火時に備えコンクリートブロック
を備蓄する今宮防災ステーションの整備を進めます。富
士山北麓では、浅間沢で遊砂地の整備を継続します。
　また、由比地区の地すべり対策では蜂ヶ沢ブロックの
深礎杭工、大押ブロックの集水井工、排水トンネルから
の集水ボーリング工の整備を進めていきます。

ダムの統合管理で地域の安全・安心に貢献
　木曽川水系ダム統合管理事務所では、国土交通省が管
理する丸山ダム、横山ダム、独立行政法人水資源機構が
管理する岩屋ダム、阿木川ダム、味噌川ダム、徳山ダム
を合わせた六つのダムにおいて、洪水調節や利水補給等
をより効果的に行う〝ダム統合管理（一元的管理）〟を
実施しています。
　また、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化
や渇水リスクの増大に加え、カーボンニュートラル実現
等の社会的要請などに対応するため、既存ダムの適切な
維持管理とともに、〝木曽川水系治水協定（年５月
締結）〟に基づいた関係機関との連携による事前放流の
洪水調節機能強化、再生可能エネルギーの活用促進の一
環として洪水調節に支障のない範囲での横山ダムによる
洪水後期放流の工夫など、水力発電の増電にも取り組ん
でいます。
　年度は、丸山ダムが完成して年の節目の年となり
ます。引き続き、木曽川水系における地域の生活や社会
経済活動の安心・安全に貢献できるよう、ダムの統合管
理をはじめ、関係機関と連携した取り組みを進めてまい
ります。

安全で安心な暮らしを守る
　越美山系砂防事務所は、岐阜県西濃地域の揖斐川及び
根尾川流域において、砂防事業を実施しています。
　事業区域は、多雨・豪雪地帯で急峻な地形、脆弱な地
質に加え、国内最大級の内陸地震である濃尾地震の際に
活動した根尾谷断層など、厳しい自然条件下にあり、過
去から土砂災害が幾度も発生している区域です。
　土砂災害から人命・財産を守るため、流域治水「砂防」
として年度、揖斐川流域ではバンタ川第１砂防堰堤
の本体工に着手するほか、ナンノ谷砂防堰堤１号の完成
を目指します。根尾川流域においても、アテガ平谷第１
砂防堰堤の本体工に着手するなど、砂防施設の整備を継
続し、着実にハード対策を推進してまいります。事業実
施に当たっては、衛星コンステレーションを活用した遠
隔臨場やＩＣＴ施工を導入して生産性向上を図ります。
　ソフト対策として、大規模土砂災害が発生した場合を
想定した関係機関との合同防災訓練の実施や、地区防災
計画策定の自治体への支援、小中学校等での出前講座に
よる防災意識啓発などにより、地域防災力の向上にも取
り組みます。

地域に寄り添う静岡の港づくり
　清水港湾事務所は、静岡県の清水港、田子の浦港、御
前崎港および下田港において、地域の経済成長や物流効
率化、安全・安心の確保に資する港湾整備を進めていま
す。
　年度、清水港では、パルプやコンテナ貨物量の増
加および船舶の大型化に対応するための新興津地区岸壁
の延伸、袖師地区岸壁の老朽化対策、外港防波堤の「粘
り強い化」を進めます。田子の浦港では、航路機能の確
保のため、流入土砂による航路埋没への対策を進めます。
御前崎港では、持続的な港湾機能の確保のため、女岩地
区岸壁の老朽化対策や防波堤の「粘り強い化」等を進め
ます。下田港では、船舶の避難水域の確保や津波からの
市街地防護のため、防波堤整備を進めます。
　また、切迫する大規模災害への備えとして海路を活用
した防災訓練等による災害対応力の強化、さらに、クルー
ズ客船の誘致活動や港のにぎわい創出も進めます。
　「みなとの元気は、静岡の元気」をキーワードに、地域
の産業や暮らしを支える各港のさらなる発展を目指し、
地域に寄り添う港づくりに取り組んでまいります。

静岡中部のくらしを守り地域の発展を支える
　静岡河川事務所は、安倍川・大井川の河川整備をはじ
め、維持管理及び安倍川上流部の土砂災害対策、駿河湾
沿岸の駿河海岸及び富士海岸の海岸保全施設を整備して
います。富士海岸については、沼津河川国道事務所の工
区と統合し年度より全体で所管することになりまし
た。
　年度、安倍川では河道掘削及び年８月の台風第
号により損傷した河岸の復旧等を実施するとともに、
大井川においても河道掘削及び侵食対策等を実施しま
す。安倍川上流部では、日本三大崩れの一つ「大谷崩」
での山腹工を行うとともに、静岡市有東木地区等で砂防
施設の整備を実施します。
　海岸保全施設の整備については、高潮対策として有脚
式及びブロック式離岸堤等の整備や巨大地震による大規
模津波に備えるため、海岸堤防の「粘り強い構造」への
改良を推進します。また、気候変動を踏まえた流域治水
プロジェクト．について、関係機関と連携し流域治水
を推進してまいります。
　引き続き、地元自治体の皆様と連携し、静岡中部のく
らしを守り地域の発展を支える河川・砂防・海岸事業を
推進してまいります。

飛騨地域の安全・安心な通行の確保
　高山国道事務所は、全国有数の観光資源を持ち多くの
観光客が訪れる岐阜県飛騨地域内の重要な路線として、
中部縦貫自動車道及び国道４１号の改築事業及び延長約
㎞の道路管理を担当しています。
　中部縦貫自動車道では、高山清見道路にて改良工事・
橋梁工事・トンネル工事を推進しつつ、年度に事業
化した高山東道路（平湯～久手）では調査設計などを実
施します。
　国道号改築事業では、屏風岩改良での改良工事、門
原防災での改良工事やトンネル工事、船津割石防災での
改良工事などを推進するとともに、石浦バイパスの用地
買収を推進します。
　道路管理面では、厳しい地形状況や気象条件のなか４
カ所の事前通行規制区間を抱えておりますが、落石や道
路流出の恐れのある箇所での防災・減災事業を進めつつ、
橋梁やトンネルなどの補修事業、交差点改良や歩道整備
などの交通安全事業、電線共同溝事業を推進します。
　「魅力・活力あふれる安心・安全な飛騨地域の実現」
に向けて、引き続き着実に事業を推進してまいります。

安全・安心で魅力ある木曽三川の川づくりを推進
　木曽川上流河川事務所では、木曽三川中流部の河川改
修、維持管理、環境整備、国営木曽三川公園の整備・管
理を行っています。
　年度は、特殊堤防や排水樋門の改築、河道掘削、
護岸整備などの河川改修を進めるとともに、新水門川排
水機場の老朽化対策、堤防強化に取り組みます。長良川
遊水地では、地域と連携し、本格的な実施に向けて検討
・調整を進めていきます。また、管理延長が長く管理施
設も多く、排水機場の老朽化対策、護岸の修繕等も進め
ていきます。
　また、地域の観光資源である鵜飼や鮎釣りなどの地域
の魅力を引き出す川づくりを行います。国営木曽三川公
園の拠点と連携し、木曽三川を軸にサイクルツーリズム
に資する取り組みを推進するとともに、イタセンパラな
どの貴重な動植物の生息環境となるワンドの保全・創出
等も行います。
　激甚な水害が全国で頻発するなか、地域の建設業、水
防団や関係自治体等と連携し、水害リスクの低減を図る
「流域治水」を推進し、安全・安心で魅力のある川づく
りを進めていきます。

東濃・木曽の安全安心と社会資本整備を推進
　多治見砂防国道事務所では、庄内川、木曽川水系の砂
防事業および国道号、号の道路事業を実施していま
す。
　砂防事業では、地域の安全・安心を確保することで住
民のいのちとくらしを守る土砂災害対策として、木曽川
水系において、中津川市の和田沢砂防堰堤や南木曽町の
地蔵沢第１砂防堰堤、庄内川水系において、多治見市の
星ヶ台砂防堰堤等の整備を進めます。また、多治見市、
土岐市では県や市、地域と連携し、緑豊かな里山空間を
創出・維持することで、土砂災害を防止するグリーンベ
ルト整備事業を引き続き行います。
　道路事業では、国道号瑞浪恵那道路において、用地
取得や改良工事、橋梁上部・下部工事、関係機関協議等
を推進します。交通安全対策では、国道号山口下山歩
道整備及び落合清水平地区歩道整備を推進し、新たに上
山町交差点改良に着手します。
　また、岐阜県東濃地域の道路ネットワークを支える国
道号、号が安全で快適に通行できるよう、道路施設
の点検、補修を実施するとともに、豪雨や降雪等に対し
迅速な管理体制の確保に努めます。

地域を支える道路ネットワークを着実に整備
　岐阜国道事務所は、東海環状自動車道及び岐阜県西南
部６路線（国道号、号、号、号、号、
号）を担当しています。
　東海環状自動車道は、年夏頃に本巣ＩＣ～大野神
戸ＩＣが開通予定であり、早期全線開通に向け、養老Ｉ
Ｃ以南で工事を推進します。
　国道号岐大バイパス岐阜市内立体は、引き続き、現
道の切り回し工事を推進するとともに、年度は下部工
事に着手します。国道号岐阜東バイパスは、清水山
トンネル工事を推進します。国道号上麻生防災は、早
期のトンネル工事着手に向け用地買収、工事を推進しま
す。国道号郡上大橋架替は、年度は下部工事に着
手します。
　直轄権限代行事業の県道松原芋島線の川島大橋の災害
復旧については、新橋設置工事を年月に着手してお
り、橋梁上部工事を推進します。
　当事務所では、現道の異常気象時通行規制区間の解消、
交通渋滞緩和や交通安全確保等に向け、地域の皆様のご
協力を頂きながら、地域を支える道路ネットワークの着
実な整備・管理を進めてまいります。

遠州の治水安全度と道路ネットワークの強化
　浜松河川国道事務所は、静岡県西部地区における河川
事業及び道路事業を担当しています。
　年度、河川事業について、天竜川では、浜松市中
野町・磐田市池田地区の水位低下対策事業を行い、菊川
では、掛川市菊浜地区における高潮堤防整備事業、菊川
市大石地区の水位低下対策事業を引き続き推進すること
で、治水安全度の向上を図ります。また、年３月日
に特定都市河川に指定した菊川水系黒沢川では流域水害
対策計画の策定を進めてまいります。
　一方、道路事業について、佐久間道路・三遠道路（東
栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ）では、年度開通に向けた工事を
引き続き推進してまいります。国道１号では、島田金谷
バイパス大代ＩＣの改良工事及び橋梁上部工事を行うと
ともに、浜松バイパス（長鶴～中田島）では、関係機関
協議や設計を推進することで、道路ネットワークの強化
を図ります。
　こうした河川・道路の改修事業に加え、地域の方々と
連携した流域治水や道の駅の推進、地域の建設業と連携
した災害時の危機管理など多くの関係者と実施していく
ことで、地域社会の着実な成長と安全・安心につながる
取り組みを進めてまいります。

地域の安全・安心の確保に向けて
　長島ダムは、一級河川大井川水系大井川の上流、静岡県
榛原郡川根本町に年に建設された多目的ダムです。
　完成から年が経過しましたが、近年の全国的な異常
豪雨・渇水の頻発化などを踏まえ、治水・利水などに関
わる地域の安全・安心の確保に向けた役割や期待は益々
大きくなっています。
　ダム管理では、洪水時における関係機関などへの適切
な情報提供並びに利水ダムとも連携した洪水調整機能強
化を推進します。
　そのためにダム貯水池の堆砂掘削、ゲート設備及び関
連機械・電気設備などの保守点検・更新等を行い、ダム
及び貯水池の健全な状態の維持に努めます。また、ドロー
ンを活用した新たな価値の創出に挑戦していきます。
　引き続き、地域の資源「地域に開かれたダム」として
皆さまから親しまれるよう、継続的にダム堤体部の一般
開放や湖面利用及び周辺の整備などを推進してまいりま
す。

静岡中部を支える道路ネットワークの強化
　静岡国道事務所は、静岡県中部地域の国道１号、号、
号の３路線、約㎞の改築・管理を担当しています。
　国道１号静清バイパス清水立体では、橋桁架設工事が
概ね完成し、今後、床版工事、舗装工事を安全最優先で
推進します。
　国道１号藤枝バイパス（４車線化）では、広幡ＩＣか
ら藪田東ＩＣ間を２０２６年度の開通に向け、走行車線
の切り回しを順次実施するなど工事を鋭意進めます。ま
た、藪田東ＩＣから谷稲葉ＩＣ間においてトンネル工事
に着手するなど、早期の全線４車線化開通を目指し推進
します。国道号富士改良では、上部工工事などを推
進します。
　また、道路利用者の安全・安心な交通確保のため、点
検結果に基づく橋梁修繕・舗装修繕等、メンテナンスサ
イクルを推進するほか、交通渋滞対策や自転車走行空間
の整備、電線共同溝事業を推進します。
　引き続き、静岡県を支える道路ネットワークの形成・
強化を図るとともに、地域の皆様のご協力を頂きながら、
地域の発展と安全・安心につながる取り組みを進めてま
いります。 青崩峠トンネルの現場見学会㊧と天竜川水系流域委員会（いずれも５月開催）
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「ものづくり拠点」の物流を支える
　名四国道事務所は、国道号名豊道路、国道号豊
田西・北バイパス、国道号豊田南バイパス、国道
号西知多道路（長浦～日長）の整備、浜松湖西豊橋道路
の調査を担当しています。
　国道号名豊道路は、年３月８日に豊川為当ＩＣ
～蒲郡ＩＣ間が開通し、事業着手から半世紀の時を経て、
暫定２車線（一部４車線化済）で全線が開通しました。
引き続き、豊橋バイパス野依ＩＣ～大崎ＩＣ間において、
４車線化に向けた橋梁上部工事や改良工事を推進しま
す。
　国道号豊田南バイパスは、年度の暫定２車線
（一部４車線化済）での全線開通に向け、豊田市東新町
～逢妻町間において、改良工事や舗装工事を推進します。
　国道号西知多道路（長浦～日長）は、愛知県から
の要請を受け、権限代行にて事業を行っており、長浦Ｉ
Ｃ～日長ＩＣ（仮称）間において、道路詳細設計、用地
買収や移転補償、改良工事、橋梁下部工事を推進します。
　引き続き、日本の経済を担う「ものづくり拠点」の物
流を支えるとともに、地域の活性化に資する道づくりを
目指し、事務所一丸となって取り組んでまいります。

戦略的・効率的な道路施設保全対策の推進
　中部道路メンテナンスセンターは、急速に老朽化する
道路施設の保全対策を強化するため、戦略的・効率的な
メンテナンスを推進し、暮らし・経済を支え、災害時に
命をつなぐ道路となるよう取り組んでいます。
　具体的には、道路施設の定期点検データ等を分析し、
劣化予測や修繕計画を最適化し、大規模な修繕となる
「事後保全」から、損傷が軽いうちに補修を行い、トー
タルコストの縮減に繋がる「予防保全型メンテナンス」
への転換をサポートしていきます。
　また、新技術やＤＸの活用・推進することで、効率的
なメンテナンスの取り組み、地方公共団体には、「中部
自治体支援ポータルサイト」を活用していただき、道路
メンテナンスに関する技術相談や、道路施設の点検・診
断、補修方法の研修会による技術力向上を支援していま
す。
　そのほか、一般の方々を対象に、道路施設の老朽化の
状況やメンテナンスの重要性を知っていただくための広
報活動も積極的に展開しています。「道路の困った！」
に、頼られるセンターを目指し、道路のメンテナンス事
業に取り組んでまいります。

北勢・伊賀地域のさらなる発展に向けて
　北勢国道事務所は、国道１号桑名東部拡幅・北勢バイ
パス・関バイパス、国道号東海環状自動車道の整備、
および国道号名阪国道（亀山ＩＣ〈三重県〉～針ＩＣ
〈奈良県〉）の交通安全対策、維持管理等を担当してい
ます。
　国道号東海環状自動車道では、年３月日に
いなべＩＣ～大安ＩＣ間が開通しました。残る未開通区
間の県境～いなべＩＣ間については、橋梁工事・改良工
事等を推進します。
　また、国道１号北勢バイパスでも、年３月日に
（市）日永八郷線～国道４７７号ＢＰ間が開通しました。
続く国道号ＢＰ～四日市市釆女町（国道１号）間で
は、地元調整を実施しながら、調査設計を推進するとと
もに用地幅杭設置に着手します。
　国道１号桑名東部拡幅では、引き続き改良工事等を推
進しつつ、年４月より、伊勢大橋の長良川に架かる上
部工架設に着手しております。
　引き続き、北勢・伊賀地域の道路整備を通して、交通
渋滞の緩和や交通事故の削減だけでなく、幅広く地域に
貢献を図り、「活力ある社会」「ストック効果の最大化」
「安全・安心」を実現していきます。

伊那谷地域の安全・安心と発展のために
　天竜川ダム統合管理事務所は、天竜川最大の支川であ
る三峰川および小渋川に、地域を洪水から守る洪水調整、
発電、かんがい用水の補給を目的に建設された「美和ダ
ム」「小渋ダム」の管理を行っています。
　この２ダムの流域は、中央構造線等による複雑でもろ
い地質と急峻な南アルプスの地形で、生産される土砂も
多いため、砂利採取、土砂掘削のほか土砂バイパストン
ネルにより排砂を実施しています。美和ダムでは、スト
ックヤードの効果的な活用、小渋ダムでは、バイパスト
ンネルの排砂効率を向上させるための施設改良等を、引
続き進めていきます。
　ダム管理では、ＡＩを活用した流入予測などのＤＸや、
治水機能の強化と水力発電の促進を両立させる「ハイブ
リッドダム」に取り組み、適切な流水・貯水池・施設・
水環境の管理を実施し、地域の安全・安心の確保、人々
のくらしを支えてまいります。
　また、ダム見学や７月の「森と湖に親しむ旬間」や紅
葉シーズンに合わせたイベント、ダムライトアップなど
を開催し、地域の活性化や防災への意識向上を図り、地
域貢献にも取り組んでまいります。

南信州地域の安全安心を守る着実な事業推進
　飯田国道事務所は、南信州地域において三遠南信自動
車道、国道号、国道号の整備・維持管理を担当し
ています。
　三遠南信自動車道の青崩峠道路は年度、トンネル
本体工事が完成し完成式典を実施しました。年度は引
き続き監査路等トンネル工事、トンネル設備工事、改良
工事を推進します。
　また、工事が本格化している飯喬道路では、橋梁上部
工事、トンネル工事、改良工事を推進します。国道号
の薮原改良では年度、トンネル工事に着手します。国
道号では、伊駒アルプスロードの調査設計及び用地
買収を推進するとともに、飯田南バイパスの測量及び地
質調査を推進します。
　管理区間においては、交通安全対策事業、橋梁・トン
ネル等のメンテナンス事業を継続的に進めるとともに、
道路巡回や除草作業など維持作業の実施、豪雨、降雪等
の危機対応など関係機関と連携し、安全・安心の確保に
努めます。
　飯田国道事務所では、引き続き南信州地域の未来に資
する道路の整備を進めるとともに、利用者の皆さまが安
全に通行できる道路管理に努めてまいります。

「命の道」を「地域の活力」へ
　紀勢国道事務所では、豊かな自然を有し、魅力的な観
光資源が凝縮している、三重県中南勢及び東紀州地域の
道路事業を担っています。
　改築事業では、熊野尾鷲道路が年８月に全線開通
となり、名古屋都市圏から三重県熊野市まで連続した高
規格道路ネットワークで結ばれました。熊野道路では、
改良工、トンネル工事、橋梁下部工事、橋梁上部工事を
推進します。紀宝熊野道路では測量や調査設計、用地幅
杭設置、用地買収を推進します。松阪多気バイパスでは、
松阪市朝田町の交差点立体化に向けた橋梁上部工事を推
進します。
　交通安全事業では、歩行者の安全確保に向けた歩道整
備のほか、ナショナルサイクルルートに指定された太平
洋岸自転車道の整備、道の駅の空間整備等を進めます。
維持修繕事業では、国土強靱化に向けた法面の防災対策
や道路インフラの適正な維持管理を行います。
　「命の道」を「地域の活力」へ、紀勢の道がもっと安
全、安心で、暮らしや地域産業を支え、もっと多くの皆
さまに親しんでもらえるよう、取り組んでまいります。

中部地方のインフラＤＸのさらなる推進へ
　中部技術事務所は、「危機管理・防災」「インフラＤ
Ｘ」「建設関係の技術情報」「河川環境」「人材育成」
の取り組みを大きな柱として位置づけ、インフラ分野の
ＤＸ推進やi-Constructionの導入支援、排水ポンプ車や
照明車などの災害対策用機械による災害支援や機械の技
術開発など、中部地方の安全・安心の確保と魅力ある建
設現場づくりを推進します。
　建設業の抜本的な生産性向上に不可欠なインフラ分野
におけるＤＸを推進するため、開設５年目となる「中部
インフラＤＸセンター」を拠点とした情報発信や最新技
術の体験のほか、年度からは一般の方にも最新技術
をいつでも体験できるエリアを常時開設し、さらに中部
ＤＸ大賞等を受賞した先進的な取り組みを紹介する「企
業出展ブース」を開設するなど、施設のより一層の充実
を図るとともに、研修や講義などを通じ、整備局職員の
ほか、自治体の職員、設計・施工者等を対象として、イ
ンフラ分野の高度化、多様化する諸課題に対応するため
のデジタル技術を活用できる人材の育成にも積極的に取
り組んでいきます。

尾張地域を支える「道づくり」を目指して
　愛知国道事務所は、名古屋環状２号線（名古屋西～飛
島）、国道号・号・号・号の５路線約㎞と
国道号の共同溝約㎞の整備、国道号名濃バイパ
ス・号西南部の電線共同溝整備（無電柱化）を担当
しています。
　国道号名岐道路（一宮～一宮木曽川）は、年度
から新規事業化され、測量・調査設計等を推進します。
国道号名濃バイパスは、年２月日に６車線化が完
了しました。引き続き、歩道部にて電線共同溝整備を推
進します。
　国道号西知多道路（東海ＪＣＴ）は、改良及び橋
梁上下部工事等を推進します。国道号は、暫定２車
線区間の４車線化に向けて工事・調査設計等を推進しま
す。
　名古屋環状２号線の専用部は、年５月１日に全線
開通し、名古屋西～飛島間の事業損失調査等を推進しま
す。一宮西港道路は、年度から都市計画・環境アセス
メントを進めるための調査を推進します。
　引き続き、地域を支える「道づくり」によって、地域
の更なる発展に役立ちますよう事務所職員一丸となり事
業を推進に努めていく所存です。

伊那地域の未来を守る治水行政
　天竜川上流域は、八ケ岳連峰、中央・南アルプスに囲
まれた豊かな自然環境と美しい景観に恵まれた地域です
が、急峻な地形と脆弱な地質が相まって、洪水や土砂災
害が頻発する地域です。昭和（）年の「三六災害」
から年以上が経過し、事業は進捗していますが、気候
変動を踏まえると、さらなる対策が必要です。
　このため、年７月に気候変動による水災害の激甚
化・頻発化を踏まえた天竜川水系河川整備計画に見直し
ました。この計画では増量した目標流量に対し、洪水調
節機能の強化を図ることとしています。
　新設した開発調査課で上流部における治水機能増強検
討調査を始めます。既設ダムを活用した事前放流や操作
方法の見直し、貯水容量の再編等、さらに洪水調節機能
の増強が必要な場合には、既設ダムの放流能力の増強・
堤体の嵩上げ、新設ダム等に関する調査・検討を行いま
す。
　また、流域治水の加速化・深化とともに、三遠南信自
動車道やリニア中央新幹線等の事業と連携し、地域の持
続的な発展と安全・安心の向上につながる河川・砂防・
地すべり対策事業を推進してまいります。

激甚化する災害への備えとにぎわいづくり
　木曽川下流河川事務所管内は、我が国最大の海抜ゼロ
メートル地帯を有するため水害に対し脆弱で、江戸時代
の宝暦治水、明治時代のデ・レーケらによる三川分流な
ど古くから大規模な治水工事が行われてきた地域です。
　近年の気候変動による洪水・高潮の激甚化や、南海ト
ラフ地震に備えるため、先人らの偉業を礎に、あらゆる
関係者と協働した「流域治水」の取組を進めているとこ
ろです。
　年度は、地震による堤防の沈下、それに続く高潮
来襲による被害を軽減するため、河口部での耐震対策や、
堤防等の早期復旧のための河川防災ステーションの整備
を継続して進めるとともに、巨大台風来襲の備えとして
広域避難の実現に向けた取組を県・市町村と連携し進め
ているところです。
　また、干潟再生や、河川空間のオープン化、さらに河
川の広大なスペースを活用した「国営木曽三川公園」の
大規模修繕など、自然再生やにぎわいの創設の取組を進
めてまいります。
　地域の皆さまのご理解・ご協力の下、災害への備えと
にぎわいづくりの取り組みを着実に進めてまいります。

地域の基幹産業を支える港湾整備等を推進
　三河港湾事務所は、中部のものづくり産業を支える強
靱な港湾を目指し、三河港・衣浦港の整備と中山水道航
路の管理保全を実施しています。
　三河港は、完成自動車の輸入台数・金額ともに年連
続全国一位となり、完成自動車の輸出入拠点として重要
な役割を担っています。神野地区では、安全な港湾荷役
を実現するため、老朽化が見られる水深ｍ岸壁の改良
等を行います。
　また、衣浦港では、エネルギー資源や製紙用の木材チ
ップ、鉄スクラップ及び珪砂等のバルク貨物が取り扱わ
れ、地域の経済活動を支えています。港湾施設の老朽化
に対応すべく、中央ふ頭西地区の水深ｍ岸壁の改良を
行うとともに、船舶の大型化に対応するため、既設防波
堤の一部を撤去し航路の拡幅を行います。
　中山水道航路は、開発保全航路として年に整備し、
三河湾内に入港する船舶の大型化・整流化に貢献してい
ます。適切な航路保全のため、定期巡視・測量、航路標
識の交換メンテナンスを行っていきます。
　今後も、中部地域を支えるべく、強靱な港づくりに取
り組んでまいります。

多様なニーズに応じた道路空間を目指して
　名古屋国道事務所は、愛知県内の直轄国道８路線約
㎞の管理を担っており、良質な道路サービスの提供や
地域の安全・安心の確保に向けて、維持・修繕、防災対
策、無電柱化、交通安全対策、歩行者や自転車の通行空
間や沿道環境の整備、道路情報の提供、特車通行の許認
可事務等を行っています。
　年度は、号伊勢神改良（トンネル等）、１号
熱田伝馬橋架替事業、号環境対策を推進するほか、点
検・診断を踏まえた橋梁等の老朽化対策や耐震補強、無
電柱化（電線共同溝事業）を推進します。
　交通安全対策としては、事故ゼロプランを踏まえて、
事故危険箇所を中心とした各所で交差点改良等の対策を
実施します。また、国道号桜通や国道１号岡崎地区の
歩道空間のほか、名古屋市内等における自転車通行空間
の整備など、全ての道路利用者に配意した道路空間の整
備に取り組んでまいります。
　今後とも、地域や道路利用者の皆様の多様なニーズに
応じた安全・安心で地域の生活を豊かにする道づくりを
目指してまいります。引き続き、皆さまのご理解とご協
力をお願いいたします。

東三河地域の豊かな生活と経済を支える
　設楽ダム建設事業は、頻発する洪水や渇水の被害に対
し、東三河地域の安全・安心を高め、豊かな生活と経済
活動を支える多目的ダム建設事業です。
　昨年月にはダム本体着工式を行い、年９月より
着手しているダム本体１期工事にて本体基礎掘削を開始
しています。国道号、県道瀬戸設楽線、県道設楽根
羽線などの付替道路において、橋梁５橋が完成しました。
年度は、ダム本体の基礎掘削を進めるとともにその他
路線を含めた付替道路の引き続きの進捗を図ってまいり
ます。
　また、水源地域である設楽町が下流地域とともに豊か
な地域となるように、愛知県や設楽町をはじめとする東
三河地域の自治体等と連携し、設楽ダムを活用した水源
地域振興の取り組みを進めてまいります。
　今後も設楽ダム工事事務所では、水源地域ならびに下
流地域の皆さまのご期待と信頼にお応えできるように、
東三河地域のより豊かな生活と経済活動を支えるダムづ
くりを目指し、森・水・人が繋がる事業として職員一同、
誠心誠意取り組んでまいります。

日本のものづくり産業を支える港湾整備を推進
　名古屋港は、日本の基幹産業である自動車関連産業を
はじめとした中部のものづくり産業を支える物流拠点と
しての役割を担っており、取扱貨物量、輸出額、貿易黒
字額、自動車輸出台数のいずれも全国第一位の港湾です。
　現在、飛島ふ頭では、東南アジア航路のコンテナ貨物量
の増加や船舶の大型化及び大規模地震に対応するため、
水深ｍの岸壁を水深ｍの耐震強化岸壁に改良してお
り、１バース目の供用に引き続き、隣接する２バース目
の工事を進めています。
　また、中部国際空港沖に整備中の名古屋港新土砂処分
場について、年度も引き続き西側埋立護岸の工事を
進めています。新たな土砂処分場の早期確保に向けて、
環境に配慮しつつ工事を推進します。
　このほか、就航周年を迎えた浚渫兼油回収船「清龍
丸」による浚渫や、海洋環境整備船「白龍」による浮遊
ごみ等の回収にも取り組んでいます。
　引き続き、愛知県内をはじめとする、中部のものづく
り産業の生産性・成長力の向上、暮らしやすい地域づく
りを支えるべく港湾整備を進めてまいります。

インフラ整備で強靱化と地方創生を支える
　三重河川国道事務所では、県内４水系の河川改修、維
持管理、洪水対応などの河川事業、国道１号、号等の
改築、交通安全対策、電線共同溝整備、維持管理などの
道路事業を実施しています。
　河川事業では、気候変動の影響による水災害の激甚化
・頻発化等を踏まえ、流域に関わるあらゆる関係者が協
働して水災害対策を行う「流域治水」に取り組んでおり、
関係者とともにハード・ソフト一体となった対策を進め
ているところです。
　道路事業では、交通渋滞の緩和を目的とした中勢バイ
パス大里窪田町出口交差点の立体交差工事や交通結節機
能の強化が期待される近鉄四日市バスターミナルの工事
を進めるとともに、交通の円滑化や幹線道路のダブルネ
ットワーク化を目指す鈴鹿四日市道路においては用地調
査を推進しつつ用地買収に着手します。また、交差点改
良や電線共同溝事業の他、橋梁・道路施設の老朽化対策、
防災震災対策等も進めていきます。
　引き続き、地域の皆様や建設業界の皆様とともに、三
重県の強靱化と地方創生を支えるインフラ整備を着実に
進めてまいります。

地域と基幹産業を支える強い港づくりを推進
　四日市港湾事務所は、地域の基幹産業を支えるための
港湾機能強化や保全を目的とした港湾施設整備のほか、
大規模災害等に備え地域の安全・安心の確保に向けた海
岸保全施設整備を実施しています。
　四日市港霞ケ浦北ふ頭地区では、年度より開始し
た水深ｍの耐震強化岸壁の整備を着実に推進し、同地
区へコンテナ荷役機能を集約化し港全体の効率的な物流
機能の向上を図るとともに大規模災害時における物流機
能の確保に取り組んでいます。
　また、年度に直轄事業として新規事業化された四日
市港海岸（石原地区・塩浜地区）では、南海トラフ地震
などの大規模地震による海岸保全施設の変位（沈下等）
を抑制し、高潮・津波に対する浸水防護機能を確保する
ため、年度より海岸保全施設の耐震改良や嵩上げ等の
改良工事に着手します。
　これらに加え、既存施設の予防保全など港湾機能の保
全に努めることで、地域の基幹産業を支えつつ、安全・
安心を確保するとともに、地域が主体となる「みなとま
ちづくり」に参画することでにぎわいの創出にも努めて
まいります。

地域の安全・安心を支えるダム管理に向けて
　蓮ダムは、櫛田川水系蓮川に、洪水調節・水道・発電
・流水の正常な機能の維持を目的として、年に建設
された多目的ダムです。
　日本有数の多雨地帯である大台ケ原に隣接しており、
これまで大雨や台風のたび防災操作を行い、櫛田川流域
の安全・安心の確保に寄与してきました。また近年では、
既存ダムの洪水調節機能強化のため、年５月に締結し
た治水協定に基づき、関係機関との連携により事前放流
を行い、激甚化・頻発化する豪雨災害に備えてきました。
　年度も引き続き、洪水時における防災操作や事前放
流を適切に実施するとともに、関係機関等へ速やかな情
報共有を図るため、ダム放流・警報設備等の保守点検・
更新、貯水池の補修やダム堆砂排除等を実施することに
より、ダムおよび貯水池の健全な状態での維持管理に努
めていきます。また、より高度なダム運用を目指し増電
の取り組み等を進めていきます。
　このほか、開かれたダムを目指しダム見学会や防災授
業、水源地域ビジョンに基づいた地域の方々との連携し
た活動を通して地域への貢献も果たしていきます。

地域を支える組織として
　名古屋港湾空港技術調査事務所は、中部地域における
港湾、海岸の施設設計をはじめ、先端技術の活用による
災害対応、伊勢湾の環境改善など多岐に渡る業務を行っ
ています。
　施設設計では気候変動を考慮した四日市港海岸の改良
設計に取り組んでおり、水理模型実験施設においては波
浪平面水槽及び長水路水槽の大規模な更新作業を行って
います。
　災害対応力の強化として、大規模地震時の緊急物資受
け入れなど利用可能な岸壁の迅速な判断を支援するた
め、強震計観測情報等を活用した「港湾施設被害度診断
システム」を構築し運用していますが、現在はシステム
の　クラウド化への改良検討を進めています。
　伊勢湾の環境については、改善に向け水質などの環境
データの時間連続観測を行い、その結果を公表するこ
とで関係機関に活用いただいています。
　年度も地域を支える組織として、設計、防災、環
境に関する技術的課題解決に向け、職員一丸となって取
り組んでまいります。

矢作川の安全・安心と　さらなるダムの活用に向けて
　矢作川は、長野県・岐阜県・愛知県を流れて多くの恵
みとともに三河湾に注ぐ㎞の河川です。矢作ダムは、
洪水調節・流水の正常な機能の維持・農業用水・上水道
用水・工業用水・発電を目的とした多目的ダムです。矢
作ダムでは中部電力により揚水発電を行っており、近年
は太陽光等の電力の需給バランスを保つ機能の一部を担
うダムでもあります。
　ダム管理では、ダムに堆積する土砂の対策と適切な維
持管理に努めるとともに関係機関との連携を重視した取
り組みを進めます。年は東海（恵南）豪雨（年）
から年となります。この経験を次世代の職員に引継ぎ
さらなる防災力の向上にも取り組んでまいります。
　また、水源地域である長野県平谷村・根羽村、岐阜県
恵那市、愛知県豊田市・設楽町の皆さまとの交流と連携
により、豊かな自然・文化と矢作ダムを活用して地域の
活性化を推進していきます。
　このような機能と多くの皆さまと様々な繋がりから、
さらなるダムの活用やカーボンニュートラルの取り組み
の推進などにチャレンジしてまいります。

日本の産業集積地、三河地域の流域治水を推進
　豊橋河川事務所は、豊川及び矢作川の河川改修、維持
管理、環境整備等を担当しています。
　豊川では、霞地区の浸水被害軽減を図るため、用地取
得を推進するとともに、賀茂地区の樋管整備の推進、金
沢地区の樋管整備に着手します。また出水時には国・県
・市の関係機関や住民などにより、豊川霞堤地区浸水被
害軽減対策計画に基づいた対応を行います。
　矢作川では、洪水を安全に流下させるため、中流部の
堤防整備や河道掘削、狭窄部である鵜の首地区の水位低
下対策事業の推進に向け、用地取得や樹木伐採を進めま
す。併せて、矢作ダムの治水機能増強を目的とした矢作
ダム再生事業について事業計画検討などを進めます。
　気候変動の影響や社会状況の変化を踏まえ、流域の関
係者と協働して流域全体で行う流域治水の取組について
も推進していきます。
　三河地域の発展と安全安心を支えるため、流域のあら
ゆる関係者と協働した治水事業の推進、親しみがあり愛
される河川環境の構築、デジタルツールも活用した危機
管理の取り組みを進めてまいりますので、引き続きご理
解ご協力をお願いします。



国土交通省　中部地方整備局特集

木曽川上流河川事務所
令和６年度木曽川水系維持管理方策検討業務　オリエンタルコンサルタンツ

静岡河川国道事務所
令和６年度安倍川治水利水検討業務　いであ

北勢国道事務所
令和５年度名阪国道橋梁補修設計業務　東京建設コンサルタント

岐阜国道事務所
令和６年度岐阜国道開通効果分析業務　片平新日本技研
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管理技術者
　関　皓介氏

　国道号東海環状自動車道は愛知、岐阜、三重の３県に
またがる延長約㎞の高規格道路で、東名・名神高速道路、
中央自動車道、東海北陸自動車道、新東名・新名神高速道路の
放射状道路を連結し、中京圏の発展を支える環状ネットワー
クを形成します。今年の３月日にいなべＩＣ～大安ＩＣ、
４月６日に山県ＩＣ～本巣ＩＣが開通し、全体延長の約８割
にあたる．㎞がつながりました。８月日には本巣ＩＣ
～大野神戸ＩＣが結ばれ、新たに生まれる中部地方整備局管
内の道路ネットワーク「つながる中部．」が概成する予定
です。
　本業務では山県ＩＣ～本巣ＩＣ、本巣ＩＣ～大野神戸ＩＣ
について開通後に期待される効果（ストック効果）を検討。
また、山県ＩＣ～本巣ＩＣの開通に向けた広報資料の作成や
催事開催に向けた企画・準備等の運営補助も行いました。
　ストック効果の検討では、ＥＴＣ．プローブ情報を用い
て、開通予定区間周辺の交通状況や開通済み区間の利用状況
の分析、開通に期待される所要時間の短縮効果や交通利便性
が向上するエリア・経路の分析を行いました。
　沿線地域の社会経済への影響を幅広く調査するため、沿線
の工場、観光施設等の立地状況や製造品出荷額等の社会経済
データを収集・整理し、自治体や企業にヒアリングを実施。
承諾を得られた企業には訪問して生の声を聞き、開通に期待
される具体的な効果を確認しました。
　これらの調査・分析を踏まえて、定量・定性の両面から開
通に期待される効果をとりまとめ、広報資料を作成しました。
山県ＩＣ～本巣ＩＣの広報資料ではより多くの方々に届くよ
う、岐阜国道事務所をはじめ関係者の方々の意見を反映しな
がら資料のブラッシュアップを重ねました。
　「本巣市～山県市間が約分短縮」「工場の立地件数が２
倍、製造品出荷額等の更なる増加」「救急医療活動や医療拠
点の形成を支援」「来訪客やツアーの増加、観光周遊を促進」
といった４つの効果が開通２カ月前の１月日に記者発表さ
れました。新聞やテレビ、ネットニュース等で取り上げられ、
社会的な関心の高さを改めて感じました。
　また、１月には東海環状自動車道の事業をＰＲするパネル
展、３月には岐阜ＩＣで開通前プレイベントを開き、当社は
パネルや空撮動画の作成や当日の運営支援を行いました。
　本業務は多岐にわたる調査・検討を伴い、課題が多い内容
でしたが、支店間の連携や若手技術者の活躍により無事に業
務が遂行できました。今年の８月日には本巣ＩＣ～大野神
戸ＩＣの開通が予定されており、事業に関わる方々の思いが、
東海環状自動車道の効果的な利用や沿線における民間投資・
企業誘致等の促進につながることを期待しております。

管理技術者
　吉田　勢氏

図－１　従来の河道管理手法との比較イメージ
　（状態把握～対策判断までの迅速化・適時化）

図－３　ＡＩ画像解析による一次スクリーニング
結果のアラート表示例

図－２　効率的に対策候補箇所を抽出するための
２段階プロセス

　河道の維持管理においては、河道の状態を適切に
把握するとともに、それにより生じる河道の機能低
下（樹林化や土砂堆積、それらに起因する侵食・洗
掘等）について迅速に評価し、対策を検討する必要
があります。これに対して、木曽川上流河川事務所
は、木曽川、長良川、揖斐川の木曽三川（管理延長
約㎞）を管理しているため、河道の状態を頻度
高く把握・評価し対策を検討することに多大な労力
・時間を要していました。
　本業務は、こうした河川管理者の労力や対策実施
までに要する期間の縮減を目的に、ＡＩ画像解析や
３次元データ等を活用して効率的に状態変化を定量
化し、河川管理者の対策判断を支援する仕組みを構
築・試行したものです。その効果として、河道変化
の定量データ（例：樹木繁茂量やその増減等）に基
づく客観的な判断指標をタイムラグなく得ることが
できるようになりました。具体的には、従来手法で
は、河道の状態把握から対策判断までの期間が５年
程度を要していたものを、１年以内に完了（１回以
上／年の頻度で実施可能）でき、対策判断の迅速化
・適時化が期待できます。
　本取り組みは、ＡＩ等を活用し、対策判断に資す
る情報を定量的・効率的に得ることで、河川管理者
の予防保全に貢献したところが評価され、土木学会
インフラメンテナンス総合委員会が主催する「
年度インフラメンテナンス　チャレンジ賞」を受賞
しました。
　構築した仕組みは、河川全域（広域）を対象に衛
星画像を用いる一次スクリーニングと、絞り込んだ
箇所（狭域）に対してＵＡＶ等による詳細把握の二
段階とすることで、効率的に河道の状態を把握・評
価できます。
　また、この一連のプロセスを支援する仕組みによ
り、ＵＡＶ画像や航空写真、衛星画像等から地表面
被覆をＡＩ画像解析により分類・定量化し、その時
系列データから留意すべき変化パターンを明らかに
することができます。このパターンに一致する箇所
を、衛星画像やＵＡＶ撮影画像等と重ね合わせて、
対策候補箇所としてＷＥＢ　ＧＩＳ上でアラート表
示することで、対策必要性の検討が必要な箇所を明
示します。

　さらに、詳細把握段階で撮影したＵＡＶ画像のＳ
ｆＭ処理機能（オルソ化・３Ｄ点群データ生成）や、
各種計測や断面表示等の機能を同じクラウドサービ
スで提供することで、抽出された箇所における定量
的（３Ｄ）な変化の確認も可能となります。
　今後も引き続き、効果的・効率的な河道管理の実
現・実践に寄与できるように、取り組んで参ります。 管理技術者

　小林　雄介氏

　本業務は、気候変動の影響を考慮した安倍川の治水計画検
討を行うものです。治水計画において大規模な洪水の流量は、
計画の目標となる流量を設定するにあたり極めて重要なデー
タです。
　近年の流量観測技術の進展は著しく、観測時の安全確保や
確実な流量取得に向けて、作業員が現場に赴き流量を観測す
る浮子観測から、画像解析等を用いた新たな観測手法である
非接触観測に移行しつつあります。また、水理解析にあって
は、水深に応じた流速を評価可能な準三次元流況解析等の高
度な解析手法が実務に適用されています。
　このような中、安倍川では（令和４）年台風第号に
より、基準地点手越において氾濫危険水位を超過する大規模
な洪水が発生しました。本業務では、手越地点の流量を推定
するため、非接触観測技術を活用した１手法として、観測水
位と洪水時のＣＣＴＶ画像の解析から得る観測表面流速を準
三次元流況解析により再現する手法を提案しました。
　令和４年洪水では、得られたＣＣＴＶ画像は、カメラ画角
の関係から右岸側の部分的な範囲のみでした。このため、再
現範囲が狭くなり、本洪水では再現計算に用いる準三次元流
況解析モデルの妥当性を判断することは、難しいと考えまし
た。ここで、まず観測水位と水面全幅の観測表面流速を得ら
れた（令和６）年洪水を対象に再現性を確認し、次に令
和４年洪水を対象に観測水位と右岸側の観測表面流速を再現
する検討手順としました。
　また、準三次元流況解析を行うにあたり、流量は複数ケー
スを仮定し、河床の抵抗は一様の抵抗とした場合と水深等に
応じて場所毎に異なる抵抗とした場合を仮定しました。
　この結果、令和６年洪水の観測水位と観測表面流速を再現
できる流量と河床の抵抗の組み合わせを得るに至り、流況解
析モデルの妥当性を確認できました。同様の考えにより、令
和４年洪水の観測水位と右岸側の観測表面流速を再現した結
果、本洪水の流量は、観測史上最大に匹敵する約㎥／秒
の大規模なものであることが分かりました。
　本手法は、画像解析と数値解析を組み合わせることで、限
られた観測情報であっても流量を推定できることに加え、使
用する観測データは、水位、カメラ画像、河床高といった現時
点の観測技術により比較的容易に取得可能であることから、
実務への適用性は高いと考えます。
　今後も引き続き、安倍川の流量観測技術の進展と治水計画
の推進を通した地域社会の安全に貢献していきたいと考えて
います。

管理技術者
　北堀　裕隆氏

Slab integrate工法【新技術事例】

床版配筋図のＢＩＭ／ＣＩＭモデル

　国道号名阪国道は、三重県亀山市太岡寺町（亀山ＩＣ）
～奈良県天理市櫟本町（天理ＩＣ）に至る延長．㎞の一般
国道の自動車専用道路として建設され、供用開始まで日
という目標が示されたことから「千日道路」という異名を授
かりました。当路線は、（昭和）年月に暫定２車線
で開通し、その後、（昭和）年３月に全線４車線で完
成しました。中部圏と関西圏を結ぶ物流の大動脈であると同
時に、区間内にはのインターチェンジがあり、沿道地域の
生活道路でもあるという２つの異なる特徴を併せもっていま
す。なお、北勢国道事務所では、三重県内の名阪国道の管理
を行っていましたが、（平成）年４月１日より管理区
間が変更となり、奈良県区間を含む亀山ＩＣ～針ＩＣ（．
㎞）までとなりました。
　本業務は、北勢国道事務所が管理する名阪国道の橋梁にお
いて、過去の橋梁定期点検結果より補修・補強工法の比較を
行い、補修詳細設計を実施するものです。名阪国道について、
過去に管理技術者として「橋梁定期点検業務」や「道路維持
管理計画検討業務」等を実施し、各種構造物における劣化状
況等を見てきたことから、非常に思い入れが深い道路です。
　補修対策の検討に先立ち、現地状況を把握するため近接目
視による確認や、ファイバースコープを用いた狭隘部の内部
損傷状況を確認するなど、丁寧な現状把握に努めました。
　補修設計は、主に鋼橋のＲＣ床版が対象であり、舗装直下
の床版状況を踏まえ、適切な補修対策を検討しました。供用
後約年が経過しており、床版上面増厚工法で補修されたＲ
Ｃ床版については、交通車両の輪荷重の繰り返しによる水平
剥離等の再劣化が生じていると考えられたため、電磁波レー
ダー搭載車両による非破壊調査により損傷状況を確認して、
床版の劣化状況を評価しました。さらに、推定した損傷メカ
ニズムや現状確認のため、コア採取による詳細調査を実施し、
これらの調査結果を踏まえた補修対策を提案しました。
　また、床版の部分打ち換えにおいては、床版配筋図をＢＩ
Ｍ／ＣＩＭモデルで作成し、２次元図面では確認しづらい床
版の配筋状況を３次元で明示することにより、鉄筋組立やス
タッドガン等の機材が使用可能であるか等を含めた施工方法
を検討しました。
　床版の水平ひび割れの補修方法として、「Slab integrate工
法」等の新技術や新工法を活用した補修対策を提案しました。
構造物の長寿命化を図るとともに、維持管理コストを縮減す
る補修対策により、効果的な補修詳細設計を行うことができ

ました。
　当社は、「社会資本ストックの活用」を事業方針の一つと
して掲げ、橋梁点検や診断技術の向上、適切な維持修繕計画
や長寿命化の提案に取り組んでいます。今後も、老朽化が進
むインフラにおいて、新技術・新工法を踏まえた補修工法の
提案を行い、維持管理のコスト縮減および高度化・効率化に
向けて技術の研鑽を図り、持続可能なインフラメンテナンス
の実現に貢献していきたいと考えています。

インフラ整備・管理で活躍する建設コンサル
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これから本格着工する現場周辺

現場代理人兼監理技術者
　田島　広修氏

　豊川には４地区の霞堤（不連続な堤防）があり、
過去からたびたび浸水が発生しており、最近では
年６月の大雨によって浸水被害が発生しています。
本工事は、その中の豊川市の金沢地区（豊川左岸．
kp付近）において浸水被害を軽減するための祖父
川樋管（別工事）を築造するにあたり、仮締切（締
切盛土）および祖父川の切り回し、伐木除根を行う
工事です。
　工事概要は施工延長．ｍ、水路工（堤外水路
工ｍ）、仮設工（締切盛土㎥、敷砂利
㎡、仮水路工一式）。本格着工に向けて現在準
備を進めています。
　現場は若手の監督が１人（代）、代が１人の
２人体制です。今回の工事は「若手技術者登用・育
成工事を評価する試行工事」であり、若手技術者の
育成にも力を入れています。
　締切盛土の施工にあたり、現場作業員との打ち合
わせにＢＩＭ／ＣＩＭの使用を検討中です。本工事
は堤防内での作業ですが、近くには野球やサッカー
のグラウンドがあり、それら施設の利用者の方や、
耕作をしている方などとの調整を行いながら安全第

一で工事を進めます。地元住民の方々のご理解・ご
協力を得ながら、発注者・元請・下請業者が一丸と
なって工事を遂行します。

　木曽川水系揖斐川に合流する牧田川は養老山地を源にした急流河
川であり、本川と合流する下流部は広範な低平地を流下するため、
甚大な氾濫・浸水被害の危険性を有しています。治水上、重要な箇
所に当たる本工事において堤防断面の拡幅、高水護岸を施工し堤防
補強を図るものです。
　築堤土工の段階では出来形精度が護岸工の出来形に影響を及ぼす
ことから、土工の施工精度の向上が求められます。このため、ＭＧ
バックホウとＴＳに搭載する設計データは、法面整形のみならず、
床掘や護岸構造物設計データも追加し、一体的に可視化した上で施
工途中における出来形を随時確認しながら施工。作業全般を通し３
Ｄデータを用いそれを可視化させ、オペレーターが完成形をイメー
ジした作業を可能にした効果として、後工程の手戻りもなく高精度
の施工ができたと考えます。
　法枠プレキャスト護岸の間詰コンクリート打設では、２割勾配に
おいて短時間に全てを人力施工に頼らざるを得ず、作業負担も大き
く作業性改善が課題でした。そこで、本工事では先に据え付けた縦
枠プレキャスト上をはわせるように車輪を取り付け、法面をスライ
ドしながら移動できる特殊バケットを採用。これにより、生コン締
固め時の仕上げ面のふくれを防止し、表面仕上げの作業負担も大幅
に減らすことができました。従来施工に比べ、安全性を確保し施工
スピードも上がり、作業効率の向上や省力化施工を図ることで生産
性向上につながりました。
　この結果を含め、順調な工程進捗が図られ、完全週休２日が達成
できたことは大きな成果でした。
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現場代理人
　三國　顕太郎氏

　国道号・三遠南信自動車道は長野県飯田市の中央
自動車道を起点に、浜松市浜名区引佐町に至る延長約
㎞の高規格幹線道路で、三遠道路もその中に含まれま
す。本工事では東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間に位置する三遠
道路８号橋の鋼橋区間の製作・架設工事を担当。概要は
橋長．ｍ、幅員．ｍ、橋梁形式は鋼単純非合成箱桁
橋（２主桁）で、架設工法は送り出し工法です。
　現在、代の監理技術者と代の現場代理人の若手職
員２人が工事に従事しています。年月中旬から現
地工事に着手し、年１～４月に主桁の送り出し、横取
り、降下作業を行い、架設作業が無事に完了。現在は橋
梁の寿命を左右する現場塗装を行っています。
　架設箇所に隣接するＰＣ橋からの送り出し架設となる
ため、①ＰＣ橋の構造的な健全性を確保すること②２％
の下り勾配での送り出し架設における安全性の確保と
いった二つの重要な技術的課題の解決にさまざまな施策
を講じました。送り出し架設のほか、主桁の横取り・降
下・縦送り作業が伴うため、ＣＩＭに時間軸を加えた４
Ｄ架設シミュレーション動画を作成・共有することで、
元請・協力会社を含めた現場のメンバー全員が施工ステ
ップを把握し、統一意識を持って作業に臨むことができ
ました。
　計画工程から１カ月前倒しで送り出し架設という重要
な工程を無事完了。引き続き安全・品質・工程管理を徹
底し、後続工事との緊密な連携を図りつつ、地域の皆様
が期待する三遠南信自動車道の開通に向けて安全最優先
で工事を推進してまいります。

現場代理人兼監理技術者
　小林　亘氏

　本工事は、伊豆縦貫自動車道（静岡県沼津市～下田市、
延長約㎞）のうち、下田市北部で河津下田道路Ⅱ期
工事の２号トンネル（延長ｍ）を施工しています。
今年１月からトンネル掘削を開始し４月に貫通。現在ト
ンネルインバートの施工が完了し、終点側坑門工の施工
を行い覆工コンクリートへと移っています。代、代
の職員各１人と代３人の計５人で工事を進めており、
若い職員が多く、分からないことがあればすぐに聞ける
雰囲気で日々奮闘しています。
　設計では発破掘削となっていましたが、起点側坑口か
ら約ｍ程度は、補助工法（トンネル天端を補強・改
良）を使用し機械掘削で施工。貫通まで機械掘削で進行
できると予定していたところ、急激に硬質な岩が部分的
に切羽面（掘削箇所）に出現し、機械掘削が難しい状態
となったため、発破掘削に急きょ切り替えました。
　本トンネルの坑口付近（ｍ程度）には民家が点在
しており、発破騒音、振動、低周波の影響が懸念される
ため、坑口に砂充填密閉型防音扉を設置し、発破掘削を
実施。事前に近隣住民の方々に発破掘削の案内を行い、
作業中にも何度か説明し、理解を得て無事貫通できまし
た。これをきっかけに住民の方々とは、コミュニケーシ
ョンがより多く取れるようになりました。
　今後、担い手不足が懸念されることから、トンネル施
工技術者の早期育成を図りながら安全第一に現場を進め
ます。また地域貢献・地域発展にも取り組んでいきます。

トンネル坑内

民家が点在する坑口付近

バックホウ台船による石材投入状況

捨石投入支援システムの画面

現場代理人
　堂山　翔平氏
　（東洋建設）

　本工事は「中部国際空港沖公有水面埋立事業」の一環で、
新土砂処分場の基礎工、本体工、被覆・根固工および裏込・
裏埋工を行います。同事業で初となる裏込・裏埋工での防砂
シートの敷設は、埋め立てた土砂が護岸外に流出する〝吸出
し〟現象を防止する非常に重要な工種ですが、現地の他工事
での施工方法等が踏襲できず、全社的に事例等を収集し検討、
施工準備に当たっています。６月時点の工事進捗は約％。
基礎工は概ね完了し、石材の投入・均しを行いつつ防砂シー
ト敷設や他工種の準備を進めています。
　ＪＶ職員は若手４人、ベテラン４人の計８人。３年目の若
手２人が各工種を担当し、協力会社との打合わせや日々の施
工の段取りなど現場運営に主体的に関わることで、実践力向
上と施工上の要点や留意点を速やかにつかむ感覚を身につけ
るなど、若手育成に注力しています。
　空港周辺の制限高さを踏まえ、石材投入で一般的なガット
船ではなく、浚渫等で多用されるバックホウ台船を採用。ガ
ット船から石材を瀬取し、バックホウ台船で石材を投入し高
さ制限の問題をクリアしました。捨石投入支援システムなど
ＩＣＴ機器の導入で制限高さの問題解決に加え、レッド測量
による石材投入指示や施工途中の丁張が不要となりました。
　最後まで無事故無災害にこだわり安全に妥協や油断なく施
工することを、ＪＶ職員と作業者全員が意思を一つに、安全
第一で竣工を目指します。次世代の担い手育成活動にも精力
的に参加し建設業の魅力発信に貢献しつつ、漁業関係者や地
域住民の方々とも良好な関係を築き上げて参ります。
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　国際拠点港湾である清水港の新興津地区（静岡市清水区興津清見
寺町地先）では、近年のパルプ輸入量の増加や船舶の大型化による
岸壁利用の混雑に対応するため、岸壁（水深ｍ）をｍ延伸す
る計画です。
　当工事ではその前段階として、既設構造物の撤去、土留工などの
施工を行います。施工場所は新興津地区のほか、貝島地区（清水区
三保地先）、三保地区（清水区三保北方の３）の３カ所となっ
ています。現地は５月末に施工を開始したばかりです。
　当社職員は５人体制（うち代３人、代２人）で施工管理に当
たっています。１人は新入社員です。本工事を通して土木技術者と
して歩んでいってほしいと思います。まずは職員の世代間ギャップ
を克服し、信頼関係を築けるように努めています。
　６月からは起重機船を使用して方塊ブロックやケーソンなどの既
設構造物の撤去を進めていきます。撤去する構造物の複雑な形状を
「見える化」するため、図面を３Ｄ化しながらチェックを徹底。施
工前の作業手順の周知や機械・人員配置の検討などにも活用してお
り、安全かつ円滑な撤去作業に役立てています。
　本工事は本体構造物を造る工事ではありませんが、撤去と仮設物
の整備において安全と環境に配慮した作業を心がけ、港湾利用者や
地域の方々の安全と安心に貢献します。
　ものづくり企業として大切な社会性（地域への貢献など）に着目
し、地域へアンテナを張りながら、地域や地元協議会が実施するイ
ベントなどにも積極的に協力します。
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名古屋港湾事務所
令和６年度名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その４）

地域の経済・暮らしを支える建設企業


