
　関東のくにづくり

国土交通省　関東地方整備局長　廣瀬　昌由氏

（７） （第３種郵便物認可）２０２３年　（令和５年）　６月２１日　（水曜日）

　
わ
が
国
の
首
都
・
東
京
を
抱
え
る
関
東
地
方

政
治
・
経
済
の
中
心
で
あ
り

わ
が
国
人

口
の

％
に
あ
た
る
４
３
３
０
万
人
が
暮
ら
し

国
内
総
生
産
︵
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︶
の

％
が
集
中

す
る

持
続
的
な
社
会
・
経
済
の
発
展
に
は

自
然
災
害
に
強
く

豊
か
で
活
力
あ
る
地
域

づ
く
り
が
必
要
で
あ
り

積
み
上
が
る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ク
の
計
画
的
な
維
持
管
理
・
更
新

・
利
活
用
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
の
２
０
２
３
年
度
主
要

事
業
を

企
画
特
集
﹁
２
０
２
３
　

関
東
の
く
に
づ
く
り
﹂
と
し
て
ま
と
め
た

廣
瀬
昌
由

関
東
地
方
整
備
局
長
に
イ
ン
タ
ビ


し
た
ほ
か

各
部
の
取
り
組
み

管
内

事
務
所
の

主
要
事
業

安
全
安
心
な
国
土
づ
く
り
に
貢
献
す
る
業
務
・
建
設
現
場
を
紹
介
す
る


Ｄ
Ｘ
で
課
題
解
決
へ

更新需要も計画的に

Interview

災害対応力を強化
　


災
害
対
応
や
国
土
強
靱
化

流
域
治
水

な
ど

住
民
の
安
全
安
心
に
ど
う
取
り
組
ん
で

い
ま
す
か


　﹁
２
０
１
９
年
の﹃
令
和
元
年
東
日
本
台
風
﹄

で
管
内
各
地
で
大
き
な
被
害
が
あ

た
よ
う

に

近
年
の
気
候
変
動
の
影
響
か
ら
災
害
が
激

甚
化
・
頻
発
化
し
て
お
り

警
戒
を
強
め
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す

こ
れ
ま
で

に
も
さ
ま
ざ
ま
施
策
を
打
ち
出
し
て
き
ま
し
た

が

出
先
事
務
所
に
流
域
治
水
課
を
設
置
し
た

ほ
か
地
元
自
治
体
と
の
協
議
を
深
め
る
な
ど


﹃
流
域
治
水
﹄
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
発
展
さ

せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

発
電
事
業
者
な
ど

利
水
関
係
者
に
事
前
放
流
を
協
力
し
て
い
た
だ

く
な
ど

被
害
減
少
の
た
め
の
対
策
に

あ
ら

ゆ
る
関
係
者
が
協
働
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
大

切
で
す


年
に
施
行
し
た
改
正
特
定
都
市
河

川
浸
水
被
害
対
策
法
︵
流
域
治
水
関
連
法
︶
に

基
づ
く
特
定
都
市
河
川
の
指
定
も
さ
ら
に
進
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

今
通
常
国
会
で
は


来
年
４
月
に
水
道
行
政
を
国
交
省
に
移
管
さ
せ

る
法
律
が
成
立
し
ま
し
た

部
局
間
や
地
方
自

治
体
な
ど
の
連
携
を
さ
ら
に
強
め

流
域
治
水

を
軸
に
幅
広
く

さ
ま
ざ
ま
な
行
政
課
題
に
対

応
し
ま
す
﹂

　
﹁
今
年
は
関
東
大
震
災
か
ら
１
０
０
年
の
節

目
で
す

国
土
強
靱
化
の
観
点
か
ら
も

レ
ジ

リ
エ
ン
ト
を
高
め
る
た
め
に

道
路
網
の
ダ
ブ

ル
ネ

ト
ワ

ク
化
が
重
要
と
な
り
ま
す

道

路
網
は
日
ご
ろ
の
経
済
活
動
に
大
い
に
貢
献
し

て
い
る
印
象
の
強
い
社
会
資
本
で
す

そ
れ
だ

け
で
な
く

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は

救
急

活
動
や
そ
の
後
の
復
旧
・
復
興
活
動
で
も
大
い

に
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん

複
数
ル

ト
が
選
択
で
き
る
よ

う
な
ネ

ト
ワ

ク
の
構
築
は

災
害
時
の
備

え
と
し
て
有
効
で
す

既
存
の
道
路
が
災
害
で

壊
れ
て
は
困
る
の
で

日
ご
ろ
か
ら
の
定
期
的

な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
必
要
で
す

﹃
防
災
・
減

災

国
土
強
靱
化
５
か
年
加
速
化
対
策
﹄
の
よ

う
に

耐
震
化
や
老
朽
化
な
ど
の
対
策
を
計
画

的
に
進
め
る
べ
き
で
す

現
代
社
会
は
関
東
大

震
災
の
あ

た
１
０
０
年
前
と
異
な
り

高
層

ビ
ル
が
発
達
し

車
社
会
に
な

て
い
ま
す


建
物
の
耐
震
化
は
進
ん
で
い
ま
す
が

首
都
直

下
地
震
が
発
生
す
れ
ば
甚
大
な
被
害
に
な
る
恐

れ
は
高
い
で
し

う

あ
ら
ゆ
る
災
害
を
想
定

し
て
事
前
防
災
の
取
り
組
み
を
進
め
る
と
と
も

に

発
災
後
も
連
携
し
て
対
応
で
き
る
よ
う
な

体
制
の
構
築
が
大
事
で
す
﹂

　
﹁
コ
ロ
ナ
禍
で
も
東
京
に
流
入
す
る
ト
ラ


ク
の
輸
送
量
は
落
ち
込
み
ま
せ
ん
で
し
た

あ

る
意
味

東
京
の
生
活
を
地
方
が
支
え
て
い
る

と
言

て
も
良
い
で
し

う

災
害
が
発
生
し

た
ら

緊
急
車
両
が
早
期
に
通
行
で
き
る
よ
う

に
道
路
を
啓
開
す
る
こ
と
は
救
援
活
動
に
必
要

で
す
し

そ
の
後
の
復
旧
作
業
を
ス
ム

ズ
に

進
め
る
の
に
不
可
欠
で
す

そ
こ
で

都
心
に

向
け
た
八
方
向
ご
と
に
優
先
啓
開
ル

ト
を
設

定
し
ま
し
た

発
災
後
一
斉
に
道
路
啓
開
を
進

行
さ
せ

発
災
か
ら

時
間
以
内
に
各
方
向
と

も
最
低
１
ル

ト
は
道
路
啓
開
を
完
了
さ
せ
ま

す

今
夏

例
年
行

て
い
る
訓
練
を
よ
り
実

践
的
な
内
容
で
実
施
す
る
予
定
で
す
﹂

　


建
設
Ｄ
Ｘ
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す

か


　
﹁
関
東
整
備
局
管
内
で
は
先
行
的
事
務
所
が

ま
ず
Ｄ
Ｘ
に
取
り
組
み

現
場
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
課
題
が
あ
る
か
を
抽
出
し

課
題
解
決

に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す

直
轄

工
事
で
は
本
年
度
か
ら
Ｂ
Ｉ
Ｍ
／
Ｃ
Ｉ
Ｍ
の
適

用
を
原
則
義
務
化
し
ま
し
た

３
Ｄ
で
見
る
と

非
常
に
分
か
り
や
す
い
と
い
う
メ
リ

ト
を
確

認
し
て
い
ま
す

東
京
国
道
事
務
所
で
は

国

道
２
４
６
号
の
渋
谷
駅
周
辺
の
地
下
歩
道
の
整

備
に
際
し

３
Ｄ
モ
デ
ル
を
活
用
し
た
施
工
シ

ミ

レ

シ

ン
を
実
施
し

施
工
計
画
の
最

適
化
に
役
立
て
て
い
ま
す

狭
い
施
工
現
場
に

ど
の
よ
う
に
資
機
材
を
配
置
し

据
え
付
け
て

い
く
と

干
渉
す
る
こ
と
な
く
効
率
よ
く
施
工

で
き
る
か
が
分
か
り
や
す
く
確
認
で
き
ま
す


荒
川
下
流
河
川
事
務
所
で
は
荒
川
の
現
状
を
３

Ｄ
で
明
示
し
た
３
Ｄ
河
川
管
内
図
が
試
行
的
に

整
備
さ
れ

だ
れ
で
も
わ
か
り
や
す
く
把
握
で

き
ま
す
﹂

　
﹁
建
設
現
場
の
Ｄ
Ｘ
は

現
場
に
適
用
で
き

て
初
め
て
実
現
す
る
Ｄ
Ｘ
で
す

そ
れ
に
は
現

場
の
課
題
解
決
に
つ
な
が
る
Ｄ
Ｘ
で
あ
る
必
要

が
あ
り
ま
す

監
理
技
術
者
な
ど
元
請
け
企
業

は

現
場
全
体
の
業
務
を
把
握
し
て
工
事
に
臨

ん
で
い
ま
す
が

現
場
で
働
く
専
門
事
業
者
の

方
は

工
程
ご
と
に
集
中
し
て
持
て
る
能
力
を

存
分
に
発
揮
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す

３
Ｄ

化
す
る
こ
と
で
工
事
全
体
を
俯
瞰
︵
ふ
か
ん
︶

で
き

業
種
ご
と
の
調
整
や

安
全
管
理

作

業
効
率
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
期
待
し
て
い
ま

す

以
前

直
轄
工
事
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
土
工
を
導
入

し
た
と
き
の
変
革
が
強
く
印
象
に
残

て
い
ま

す

現
場
で
の
丁
張
り
が
な
く
な
り

作
業
効

率
が
上
が

た
だ
け
で
な
く

安
全
性
も
施
工

精
度
も
高
く
仕
上
が
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た


Ｉ
Ｃ
Ｔ
土
工
も
地
域
業
者
な
ど
に
浸
透
し
き
れ

て
い
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
が

マ
ニ

ア
ル

を
策
定
し
た
り

先
般
リ
ニ


ア
ル
し
た
関

東
技
術
事
務
所
を
活
用
し
た
り
す
る
な
ど

新

し
い
技
術
の
普
及
を
進
め
ま
す
﹂

　
﹁
重
要
な
こ
と
は

Ｄ
Ｘ
を
通
じ
て

全
体

で
の
生
産
性
も
高
め
る
こ
と
だ
と
思

て
い
ま

す

調
査
・
測
量
に
始
ま
り
設
計

施
工

管

理
ま
で

建
設
業
全
体
で
の
工
程
で
生
産
性
を

上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

そ
れ
に
は
デ


タ
の
シ

ア
リ
ン
グ
が
不
可
欠
で
す

重
複
部

分
の
排
除
を
含
め

各
工
程
を
つ
な
い
で
い
く

こ
と
で
全
体
で
の
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
に
積

極
的
に
関
わ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
﹂

　


建
設
キ

リ
ア

プ
シ
ス
テ
ム
︵
Ｃ
Ｃ

Ｕ
Ｓ
︶
の
浸
透
状
況
や

働
く
人
の
処
遇
改
善

に
つ
い
て

ど
う
考
え
て
い
ま
す
か


　
﹁

年
４
月
に
は
建
設
業
に
適
用
さ
れ
て
い

た
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
に
係
る
例
外
規
定

が
撤
廃
さ
れ

従
来
以
上
に
作
業
の
効
率
化
が

求
め
ら
れ
ま
す

業
界
関
係
者
と
の
意
見
交
換

で
も

例
外
規
定
の
撤
廃
に
伴

て
ど
う
い


た
課
題
・
影
響
が
あ
る
の
か
な
ど
意
見
が
多
く

寄
せ
ら
れ
て
お
り

関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え

ま
す

書
類
の
多
さ
や
歩
掛
か
り
の
見
方
な
ど

の
ほ
か

夏
季
に
は
作
業
効
率
が
落
ち
る
と
い


た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り


本
省
や
関
東
整
備
局
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て

対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

こ
の
う
ち

書
類
削
減
に
関
し
て
関
東
整
備
局
で
は


年

９
月
に
工
事
書
類
簡
素
化
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

﹃
土
木
工
事
電
子
書
類
ス
リ
ム
化
ガ
イ
ド
﹄
を

策
定
し

運
用
し
て
い
ま
す

受
発
注
者
双
方

か
ら

評
価
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
理
解
し
て

い
ま
す

Ｄ
Ｘ
で
現
場
の
効
率
化
が
進
ん
で
い

る
の
で

書
類
作
成
段
階
で
も
効
率
性
が
高
ま

る
よ
う
な
改
善
が
必
要
で
す

ど
こ
に
隘
路

︵
あ
い
ろ
︶
が
あ
る
の
か
し

か
り

見
極
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

本
年
度
か
ら
優
秀
工

事
表
彰
の
対
象
に

現
場
に
お
け
る
生
産
性
向

上
の
取
り
組
み
を
評
価
に
加
え
た
の
で

従
来

以
上
に
各
現
場
で
の
改
善
や

他
の
業
者
へ
の

水
平
展
開
が
図
ら
れ
る
と
期
待
し
て
い
ま
す


時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
適
用
は
来
年
４
月

か
ら
で
す
が

今
の
う
ち
に
し

か
り
対
応
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で

引
き
続
き
業
界

関
係
者
と
連
携
し
て
取
り
組
み
ま
す
﹂

　


管
内
に
は
膨
大
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ク

が
積
み
上
が

て
い
ま
す

近
い
将
来
訪
れ
る

老
朽
化
や
更
新
需
要
に
ど
う
対
応
し
ま
す
か


　
﹁
管
内
に
あ
る
膨
大
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ク

は
高
経
年
に
な

て
い
ま
す

た
だ

高
経
年

で
も
使
用
で
き
る
イ
ン
フ
ラ
は
多
く

管
理
の

考
え
を
時
間
管
理
型
か
ら
状
態
監
視
型
に
変
え

て
い
ま
す

い
ず
れ
に
し
ろ

新
し
い
技
術
を

取
り
入
れ
る
な
ど
点
検
を
通
じ
て
状
態
を
監
視

し
な
が
ら
や

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す

メ

ン
テ
ナ
ン
ス
フ
リ

と
い
わ
れ
て
い
た
河
川
堤

防
で
も

施
設
疲
労
を
起
こ
す
の
で

構
造
物

は
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

イ

ン
フ
ラ
構
造
物
は
供
用
中
で
あ
れ
ば

私
た
ち

は
暮
ら
し
の
中
で
そ
の
メ
リ

ト
を
あ
ま
り
意

識
す
る
こ
と
な
く
享
受
し
て
い
ま
す

そ
れ
が

使
え
な
く
な
る
と
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で

施
設
の
新
設
と
組
み
合
わ
せ
な
が

ら
老
朽
化
対
策
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す


計
画
的
な
整
備
と
老
朽
化
対
策
は
一
体
不
可
分

で
す

更
新
需
要
は
今
後
増
え
る
の
が
確
実
で

す
の
で

新
設
投
資
と
合
わ
せ
て
計
画
的
に
進

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

あ
わ
せ
て

更
新

の
際
に
新
た
な
機
能
や
長
寿
命
化
な
ど

付
加

価
値
を
つ
け
る
こ
と
も
重
要
で
す

社
会
情
勢

の
変
革
を
あ
る
程
度
見
込
ん
だ
計
画
的
な
設
備

投
資
が
必
要
で
す
﹂

　
﹁
基
礎
的
イ
ン
フ
ラ
は
地
方
公
共
団
体
が
管

理
し
て
い
る
物
件
が
多
く
存
在
し
ま
す

一
方

で
技
術
系
職
員
が
少
な
く
対
応
し
き
れ
て
い
な

い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す

イ
ン
フ
ラ

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議
な
ど
を
通
じ
て

地

域
が
連
携
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す

人
材
育
成
セ
ン
タ

や
道
路
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
セ
ン
タ

な
ど
を
通
じ
て

地
方
公
共
団

体
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
支
援
を
進
め
て

い
き
ま
す
﹂




　関東のくにづくり
河
川
部
　
流
域
治
水
プ
ロ
ジ

ク
ト
を
推
進

道
路
部

　
圏
央
道
や
外
環
道
な
ど
に
注
力

港
湾
空
港
部

　
災
害
に
強
い
海
上
輸
送
ネ

ト
ワ

ク
を
構
築

営
繕
部

　
生
産
性
向
上
技
術
の
積
極
的
な
活
用

建
政
部

　
ま
ち
づ
く
り
・
す
ま
い
づ
く
り
の
支
援

（８）（第３種郵便物認可） ２０２３年　（令和５年）　６月２１日　（水曜日）

　
河
川
の
直
轄
事
業
に
つ
い
て
は

各
一
級
水
系
の

流
域
治
水
プ
ロ
ジ

ク
ト︵
２
０
２
０
年
３
月
策
定


適
宜
更
新
︶
を
踏
ま
え
て

関
係
機
関
と
協
働
し
た

取
り
組
み
を
実
施
す
る
と
と
も
に

そ
の
根
幹
と
な

る
河
川
等
の
整
備
に
つ
い
て

年
度
も
着
実
に
推
進

す
る


　

年
の
﹁
令
和
元
年
東
日
本
台
風
﹂
で
甚
大
な
被

害
が
発
生
し
た
荒
川
水
系
入
間
川
流
域

那
珂
川


久
慈
川

多
摩
川
に
お
い
て
は

再
度
災
害
を
防
止

す
る
た
め
﹁
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ

ク
ト
﹂
に
取

り
組
ん
で
い
る

こ
れ
ら
プ
ロ
ジ

ク
ト
の
推
進
に

あ
た

て
は

社
会
経
済
被
害
の
最
小
化
を
目
指
し

て
国

関
係
都
県

市
区
町
村
な
ど
が
連
携
し

河

道
掘
削

堤
防
整
備
な
ど
の
ほ
か

霞
堤
な
ど
の
保

全
・
有
効
活
用
に
よ
る
遊
水
・
貯
留
機
能
の
確
保
・

向
上

土
地
利
用
・
住
ま
い
方
の
工
夫
な
ど
を
組
み

合
わ
せ
た
事
業
を
実
施
し
て
お
り


年
度
も
こ
れ

ら
を
着
実
に
進
め
る


　
国
内
最
大
の
流
域
を
有
す
る
利
根
川
水
系
で
は


人
口
・
産
業
・
資
産
が
高
度
に
集
積
し
た
氾
濫
域
を

洪
水
か
ら
守
る
た
め

田
中
調
節
池
の
洪
水
調
節
機

能
の
向
上
︵
大
規
模
改
良
工
事
︶
を

年
度
か
ら
新

規
事
業
に
着
手
し

新
た
に
調
節
池
の
整
備
に
必
要

な
工
事
用
道
路
の
建
設
に
着
手
す
る
な
ど

早
期
の

効
果
発
現
に
向
け
て
着
実
な
事
業
進
ち

く
を
図

る

同
じ
く
利
根
川
・
江
戸
川
の
治
水
安
全
度
向
上

へ

江
戸
川
の
下
流
部
で
も
新
規
事
業
と
し
て
江
戸

川
水
閘
門
の
改
築︵
江
戸
川
特
定
構
造
物
改
築
事
業
︶

に
着
手
し

水
閘
門
の
整
備
に
必
要
な
詳
細
設
計
を

進
め
る


　
利
根
川
・
江
戸
川
の
右
岸
堤
防
で
は

首
都
圏
氾

濫
区
域
堤
防
強
化
対
策
︵
Ⅰ
期
区
間
︶
を
着
実
に
進

め
る
ほ
か

利
根
川
の
下
流
部
で
は

東
日
本
台
風

で
溢
水
︵
い

す
い
︶
被
害
が
発
生
し
た
茨
城
県
神

栖
市
波
崎
地
区
で
の
河
道
掘
削
や
千
葉
県
銚
子
市
松

岸
地
区
で
の
堤
防
整
備
・
樋
管
整
備
な
ど
を
行
う


利
根
川
水
系
渡
良
瀬
川
で
は

栃
木
県
足
利
市
に
位

置
す
る
中
橋
の
改
築
︵
渡
良
瀬
川
上
流
特
定
構
造
物

改
築
事
業
︶
に
つ
い
て

橋
梁
下
部
工
の
整
備
工
事

を
進
め
る
な
ど

堤
防
の
か
さ
上
げ

橋
梁
の
桁
下

高
不
足
の
解
消
に
向
け
て
事
業
を
推
進
す
る

こ
の

ほ
か
に
も

利
根
川
水
系
烏
川
の
群
馬
県
高
崎
市
根

小
屋
地
区
に
お
け
る
堤
防
整
備
や

利
根
川
水
系
鬼

怒
川
の
茨
城
県
結
城
市
久
保
田
地
区
に
お
け
る
田
川

水
門
︵
仮
称
︶
の
整
備

利
根
川
水
系
小
貝
川
の
茨

城
県
取
手
市
新
川
地
区
に
お
け
る
古
八
間
排
水
樋
管

の
改
築

霞
ケ
浦
の
茨
城
県
潮
来
市
青
宿
地
区
に
お

け
る
堤
防
整
備
な
ど

利
根
川
水
系
の
治
水
安
全
度

の
向
上
へ
整
備
を
進
め
る


　
霞
ケ
浦

桜
川
な
ど
の
水
質
浄
化

既
得
用
水
の

補
給
な
ど
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
と
増
進
お
よ

び
首
都
圏
の
都
市
用
水
の
供
給
の
確
保
を
図
る
霞
ケ

浦
導
水
事
業
に
つ
い
て
は

那
珂
導
水
路
︵
石
岡
ト

ン
ネ
ル
︶
の
工
事
を
進
め
る


　
首
都
圏
を
含
む
低
平
地
を
流
域

氾
濫
域
と
し
て

抱
え
て
い
る
中
川
・
綾
瀬
川
で
は

流
域
外
へ
の
排

水
機
能
強
化
に
必
要
な
八
潮
排
水
機
場
︵
埼
玉
県
八

潮
市
︶
の
増
強
に
向
け
て

建
築
設
備
の
整
備
を
進

め
る


　
こ
の
ほ
か
の
水
系
の
河
川
に
お
い
て
も

荒
川
で

は

荒
川
第
二
・
三
調
節
池
の
囲
ぎ

う
堤
や
周
囲

堤

池
内
水
路
な
ど
の
整
備

下
流
部
で
は

京
成

本
線
荒
川
橋
梁
架
替
︵
荒
川
下
流
特
定
構
造
物
改
築

事
業
︶に
向
け
橋
梁
基
礎
工
の
整
備
や
用
地
取
得


鶴
見
川
の
横
浜
市
鶴
見
区
市
場
下
町
地
区
に
お
け
る

河
道
掘
削

相
模
川
の
神
奈
川
県
平
塚
市
須
賀
地
区

に
お
け
る
高
潮
対
策
に
必
要
な
用
地
取
得

富
士
川

の
山
梨
県
身
延
町
切
石
・
手
打
沢
地
区
に
お
け
る
築

堤
護
岸
整
備
や
静
岡
県
富
士
市
木
島
地
区
に
お
け
る

河
川
防
災
ス
テ

シ

ン
の
整
備
な
ど

各
河
川
で

の
対
策
を
推
進
す
る


　
砂
防
の
直
轄
事
業
に
つ
い
て
も

利
根
川
水
系


富
士
川
水
系
に
お
け
る
直
轄
砂
防
事
業

直
轄
火
山

砂
防
事
業

譲
原
地
区
直
轄
地
す
べ
り
対
策
事
業

︵
群
馬
県
藤
岡
市
︶

浅
間
山
直
轄
火
山
砂
防
事
業

︵
群
馬
県
嬬
恋
村
長
野
県
軽
井
沢
町
︶を
推
進
し



年
度
は
各
水
系
に
お
い
て

砂
防
堰
堤
な
ど
の
整

備
を
行
う


　
道
路
事
業
で
は
２
０
２
３
年
度
関
東
地
方
整
備
局

関
係
予
算
の
３
本
柱
で
あ
る
﹁
国
民
の
安
全
・
安
心

の
確
保
﹂

﹁
経
済
社
会
活
動
の
確
実
な
回
復
と
経

済
好
循
環
の
加
速
・
拡
大
﹂

﹁
豊
か
で
活
力
あ
る

地
方
創
り
と
分
散
型
国
づ
く
り
﹂
に
関
わ
る
主
要
事

業
と
し
て

国
道
２
４
６
号
厚
木
秦
野
道
路

首
都

圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
︵
圏
央
道
︶

東
京
外
か
く

環
状
道
路

東
関
東
自
動
車
道
水
戸
線
︵
潮
来

鉾

田
︶

国
道

号
渋
川
西
バ
イ
パ
ス

国
道

号
品

川
駅
西
口
基
盤
整
備
な
ど
の
整
備
を
掲
げ
て
い
る


　
国
道
２
４
６
号
厚
木
秦
野
道
路
は
神
奈
川
県
厚
木

市
か
ら
秦
野
市
に
至
る
延
長

・
１

の
地
域
高
規

格
道
路
で

調
査
設
計
や
用
地
買
収

改
良
工
事
な

ど
を
実
施
す
る


　
圏
央
道
は
全
長
約
３
０
０

の
う
ち

約
９
割
が

こ
れ
ま
で
に
開
通
し
て
い
る

本
年
度
も
未
開
通
区

間
の
整
備
に
力
を
注
ぎ

用
地
買
収
や
改
良
工
事


橋
梁
上
部
工
事

ト
ン
ネ
ル
工
事
な
ど
を
行
う


　
東
京
外
か
く
環
状
道
路
︵
関
越

東
名
︶
は
延
長

約



総
延
長
約


の
環
状
道
路
の
一
部
で


本
年
度
も
用
地
買
収
や
橋
梁
上
下
部
工
事

ト
ン
ネ

ル
工
事
な
ど
を
実
施
す
る


　
東
関
東
自
動
車
道
水
戸
線
︵
潮
来

鉾
田
︶
は
延

長
が

・
９





年
度
の
開
通
を
目
指
し


本
年
度
は
調
査
設
計

用
地
買
収

橋
梁
上
下
部
工

事
な
ど
に
取
り
組
む


　
国
道

号
渋
川
西
バ
イ
パ
ス
は
地
域
高
規
格
道
路

﹁
上
信
自
動
車
道
﹂
の
一
部
区
間
と
な
り

延
長
は

５
・
０


未
開
通
区
間
の
１
・
９

を

年
度
の

開
通
を
目
指
し
事
業
を
推
進
し
て
お
り

本
年
度
は

改
良
工
事
や
舗
装
工
事
な
ど
を
実
施
す
る


　
国
道

号
品
川
駅
西
口
基
盤
整
備
は

駅
前
広
場

の
拡
張
や

国
道
上
空
に
デ

キ
を
整
備
す
る

国

道

号
の
交
通
流
の
円
滑
化
が
確
保
さ
れ

そ
の
他

防
災
機
能
の
向
上
や
新
た
な
技
術
・
サ

ビ
ス
の
発

展
な
ど
の
効
果
を
見
込
む

周
辺
開
発
と
の
連
携
の

も
と

国
道
上
空
の
デ

キ
整
備
に
よ
る
道
・
駅
・

街
の
一
体
化
を
図
る


　
本
年
度
に
新
規
事
業
着
手
す
る
の
は

直
轄
事
業

が
国
道

号
諏
訪
バ
イ
パ
ス
︵
延
長
５
・
６


長

野
県
諏
訪
市

下
諏
訪
町
︶

補
助
事
業
で
は

地

域
高
規
格
道
路
補
助
制
度
を
活
用
す
る
国
道
１
２
８

号
茂
原
一
宮
道
路
二
期
︵
千
葉
県
︶

地
域
高
規
格

Ｉ
Ｃ
ア
ク
セ
ス
道
路
補
助
制
度
を
活
用
す
る
主
要
地

方
道
宇
都
宮
向
田
線
平
出
板
戸
Ⅱ
期
工
区
︵
宇
都
宮

市
︶
・
市
道
明
科
４
０
３
６
号
線
明
科
中
川
手
︵
長

野
県
︶
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
補
助
制
度
に
基
づ
い
た

事
業
を
展
開
す
る


　
そ
の
他
の
主
な
取
り
組
み
と
し
て
激
甚
化
・
頻
発

化
す
る
災
害
か
ら
の
迅
速
な
復
旧
な
ど
の
た
め
に


発
災
後
お
お
む
ね
ね
１
日
以
内
に
緊
急
車
両
の
通
行

を
確
保
す
る
こ
と
を
中
長
期
的
な
目
標
と
し

そ
の

達
成
に
向
け
て
高
規
格
道
路
の
ミ

シ
ン
グ
リ
ン
ク

の
解
消
や
暫
定
２
車
線
区
間
の
４
車
線
化

直
轄
国

道
な
ど
の
防
災
課
題
解
消
に
よ
る
ダ
ブ
ル
ネ

ト
ワ


ク
の
強
化
な
ど
を
推
進
し

災
害
に
強
い
国
土
幹

線
道
路
ネ

ト
ワ

ク
を
構
築
す
る


　
中
部
横
断
自
動
車
道
︵
長
坂

八
千
穂
︶
や
国
道

６
号
小
美
玉
道
路
︵
仮
称
︶
で
は
都
市
計
画
・
環
境

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
向
け
た
調
査
を
進
め
る

核
都
市

広
域
幹
線
道
路
︵
埼
玉
新
都
心
線

東
北
道
付
近
︶

な
ど
の
ル

ト
・
構
造
検
討
に
関
す
る
調
査
な
ど
を

進
め
る


　
わ
が
国
の
輸
出
入
貨
物
量
の

・
６
％
を
取
り

扱
う
港
湾
は

人
口
や
資
産
が
集
中
す
る
島
国
日

本
の
生
命
線
だ

近
年
の
気
候
変
動
の
影
響
に
よ

る
平
均
海
面
水
位
の
上
昇
や

台
風
の
強
大
化


ま
た
今
後
発
生
が
予
測
さ
れ
て
い
る
首
都
直
下
地

震
か
ら
人
命
を
守
り

資
産
被
害
の
最
小
化
と
災

害
に
強
い
海
上
輸
送
ネ

ト
ワ

ク
機
能
を
構
築

す
る
こ
と
が
必
要
だ

２
０
１
９
年
の
房
総
半
島

台
風
で
は

横
浜
港
や
千
葉
県
内
を
中
心
に

想

定
以
上
の
高
波
に
よ
る
護
岸
の
損
壊
や
浸
水
に
よ

る
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た


　
港
湾
空
港
部
で
は

こ
の
よ
う
な
想
定
外
の
波

浪
な
ど
に
よ
る
浸
水
被
害
や
施
設
損
壊
な
ど
を
踏

ま
え

重
要
な
港
湾
お
よ
び
空
港

ま
た
市
街
地

へ
の
浸
水
な
ど
の
被
害
軽
減
を
図
り

海
上
交
通

ネ

ト
ワ

ク
を
維
持
す
る
た
め

海
岸
保
全
施

設
な
ど
の
か
さ
上
げ
や
耐
震
対
策
を
実
施
し
て
い

る


　
千
葉
港
海
岸
船
橋
地
区
に
お
い
て
は

台
風
な

ど
に
よ
る
高
潮
や
首
都
直
下
地
震
お
よ
び
同
地
震

に
伴
う
津
波
に
備
え
る
た
め

海
岸
保
全
施
設
の

か
さ
上
げ
と
耐
震
対
策
な
ど
に
つ
い
て

国
直
轄

事
業
で
整
備
を
行

て
い
る

こ
の
事
業
で
海
岸

保
全
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
は

高
潮
や
地
震
・

津
波
か
ら
守
り

住
民
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に

大
き
く
貢
献
す
る


　
羽
田
空
港
で
は

地
震
発
生
後
に
お
け
る
救
急

・
救
命
活
動
な
ど
の
拠
点
機
能
の
確
保
や

航
空

ネ

ト
ワ

ク
の
維
持
の
た
め

滑
走
路
な
ど
の

耐
震
対
策
や
防
災
・
減
災
に
向
け
た
護
岸
の
か
さ

上
げ
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る


　
今
年
は
１
９
２
３
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災

か
ら
１
０
０
年
の
節
目
の
年
に
当
た
る

関
東
大

震
災
の
発
災
直
後
は
東
京
湾
へ
全
国
各
地
か
ら
船

が
集
ま
り

被
災
者
の
支
援
を
行
い
多
く
の
人
命

を
救

た

特
に

陸
路
が
寸
断
し
孤
立
化
し
た

被
災
地
で
は

緊
急
物
資
や
救
援
部
隊

被
災
者

な
ど
の
海
上
輸
送
が
重
要

港
湾
機
能
を
最
大
限

活
用
し
た
災
害
対
応
の
た
め
の
物
流
・
人
流
ネ


ト
ワ

ク
を
﹁
命
の
み
な
と
ネ

ト
ワ

ク
﹂
と

名
付
け

官
公
庁
船
を
活
用
し
た
救
援
物
資
の
輸

送
や

大
型
フ

リ

・
自
衛
艦
に
よ
る
宿
泊
・

給
食
・
給
水
・
通
信
・
入
浴
な
ど

各
地
方
港
と

も
防
災
ネ

ト
ワ

ク
の
形
成
に
向
け
た
取
り
組

み
を
進
め
て
い
る


　
建
政
部
は

都
市
・
住
宅
行
政
に
関
す
る
管
内

各
地
の
地
方
自
治
体
へ
の
支
援
や
国
営
公
園
の
管

理
・
整
備
の
ほ
か

不
動
産
業
・
建
設
業
を
所
管

し
て
い
る


　
ま
ち
づ
く
り
関
係
で
は

多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
支
え
る
持
続
可
能
な
多
極
連
携
型
の
ま
ち

づ
く
り
の
実
現
に
向
け

都
市
の
骨
格
と
な
る
公

共
交
通
ネ

ト
ワ

ク
の
確
保
が
必
要
だ

地
域

公
共
交
通
に
つ
い
て
は

利
用
者
の
大
幅
減
な
ど

で
地
域
交
通
ネ

ト
ワ

ク
の
維
持
が
難
し
い
状

況
に
な

て
い
る
地
域
に
お
い
て

持
続
可
能
性

・
利
便
性
・
効
率
性
の
高
い
地
域
交
通
ネ

ト
ワ


ク
へ
と
再
構
築
を
図
る
た
め

２
０
２
３
年
度

に
制
度
拡
充
し
た
﹁
都
市
・
地
域
交
通
戦
略
推
進

事
業
﹂
や
新
た
に
創
設
し
た
﹁
地
域
公
共
交
通
再

構
築
事
業
﹂
を
活
用
し

ま
ち
づ
く
り
と
一
体
と

な

た
地
域
公
共
交
通
ネ

ト
ワ

ク
の
構
築
に

必
要
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
取
り
組
む
地
方
公
共
団

体
を
支
援
す
る


　
盛
土
な
ど
に
起
因
す
る
災
害
か
ら
国
民
の
生
命

・
身
体
を
守
る
た
め

宅
地
造
成
お
よ
び
盛
土
規

制
法
が
今
年
５
月
に
施
行
し
た

地
方
公
共
団
体

の
関
係
部
局
間
の
連
携
を
促
す
と
と
も
に

地
方

公
共
団
体
に
よ
る
調
査

規
制
区
域
の
早
期
指
定

を
支
援
す
る


　
国
交
省
が
主
導
す
る
３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
整
備
・

活
用
・
オ

プ
ン
デ

タ
化
プ
ロ
ジ

ク
ト
で
あ

る
﹁
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｕ
︵
プ
ラ
ト

︶
﹂
に
つ
い

て
は

各
種
デ

タ
を
活
用
し
た
検
討
の
高
度
化

を
行
う
自
治
体
を
支
援
す
る


年
に
横
浜
市
で

開
催
さ
れ
る
２
０
２
７
年
国
際
園
芸
博
覧
会
に
つ

い
て
は

関
東
管
内
の
機
運
を
醸
成
す
る


　
国
営
公
園
は

国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
な
ど

５
つ
の
公
園
を
整
備
・
管
理
す
る

国
営
昭
和
記

念
公
園
は


年
４
月
に
開
園
以
来
の
累
計
入
園

者
数
が
１
億
人
に
到
達
し
た

現
在

老
朽
化
し

た
プ

ル
や
残
堀
川
調
節
池
跡
地
な
ど
を
含
む
昭

島
口
周
辺
エ
リ
ア
を
対
象
と
し
て

官
民
連
携
に

よ
る
再
整
備
の
検
討
を
進
め
て
い
る

明
治
記
念

大
磯
邸
園
で
は

地
元
と
連
携
し

伊
藤
博
文
邸

跡
︵
旧
滄
浪
閣
︶
な
ど
の
建
物
や
庭
園
の
一
体
的

な
保
存
・
活
用
を
進
め
て
い
る


年
度
中
の
公

開
に
向
け
て
旧
大
隈
別
邸
・
陸
奥
別
邸
跡
の
邸
宅

の
修
繕
な
ど
を
行

て
い
る


　
す
ま
い
づ
く
り
の
関
係
で
は

近
年

増
加
を

続
け
て
い
る
空
き
家
へ
の
対
策
強
化
が
急
務
と
な


て
い
る
た
め

空
き
家
を
地
域
資
源
と
し
て
活

用
す
る
た
め
の
改
修
支
援
や
不
良
住
宅
・
空
き
家

な
ど
の
除
却
支
援
を
進
め
る

今
年
６
に
は
﹁
空

家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
﹂
が
公
布
さ
れ
た


　
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
多
様
な
住
ま
い
の

確
保
に
向
け
て

公
営
住
宅
に
子
育
て
世
帯
な
ど

が
優
先
的
に
入
居
で
き
る
取
り
組
み
の
推
進
や


セ

フ
テ

ネ

ト
住
宅
の
登
録
促
進
・
補
助
制

度
活
用
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
へ
働
き
か
け

る


　
今
年
４
月
に
創
設
し
た
マ
ン
シ

ン
長
寿
命
化

促
進
税
制
の
適
用
へ

今
後
﹁
マ
ン
シ

ン
管
理

適
正
化
推
進
計
画
﹂
を
策
定
す
る
地
方
公
共
団
体

を
支
援
す
る


　
不
動
産
業
で
は

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
お
よ
び

特
定
転
貸
事
業
者
の
業
務
の
適
正
化
に
向
け
指
導

す
る


　
建
設
業
で
は

建
設
キ

リ
ア
ア

プ
シ
ス
テ

ム︵
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
︶を
普
及
・
活
用
す
る
観
点
か
ら


さ
ら
な
る
周
知
を
行
う


　

年
１
月
か
ら
建
設
業
許
可
お
よ
び
経
営
事
項

審
査
の
電
子
申
請
が
始
ま

た

申
請
者
の
事
務

負
担
軽
減
へ

そ
の
周
知
を
図
る


　
関
東
地
方
整
備
局
管
内
に
は

国
の
官
庁
施
設

が
約
２
９
０
０
施
設
あ
り

各
省
庁
の
重
要
な
施

設
も
多
く
存
在
し
て
い
る

こ
れ
ら
の
施
設
に
求

め
ら
れ
る
多
様
な
ニ

ズ
を
把
握
し
つ
つ

防
災

・
減
災

地
域
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
寄
与

国
公

有
財
産
の
最
適
利
用
や
公
共
建
築
の
先
導
的
役
割

を
担
う
よ
う
整
備
を
行

て
い
る


　
生
産
性
向
上
技
術
活
用
の
積
極
的
な
取
り
組
み

と
し
て

原
則
と
し
て
全
て
の
新
営
設
計
業
務
お

よ
び
新
営
工
事
に
お
い
て
Ｅ
Ｉ
Ｒ
︵
発
注
者
情
報

要
件
︶
を
適
用
し
た
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
活
用
し

原
則
と

し
て
全
て
の
営
繕
工
事
に
お
い
て
建
設
現
場
に
お

け
る
遠
隔
臨
場
を
活
用
し
て
い
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
建
設

土
工
を
活
用
し
た
施
工
を
引
き
続
き
試
行
す
る
ほ

か

木
材
の
利
用
や
Ｚ
Ｅ
Ｂ
の
推
進
な
ど
を
通
じ

た
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
役
立
つ
取
り
組
み
も
実

施
し
て
い
る


　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
で
整
備
し
て
い
た
﹁
よ
こ
は
ま
新

港
合
同
庁
舎
﹂
︵
横
浜
市
中
区

Ｒ
Ｃ
造
地
上
７

階
建
て
延
べ
約
４
万
６
３
０
０
平
方

︶
は
２
０

２
３
年
３
月
に
完
成
し

施
設
の
引
き
渡
し
を
行


た

今
後

整
備
を
担
当
し
た
横
浜
営
繕
事
務

所
や

横
浜
国
道
事
務
所

京
浜
港
湾
事
務
所
を

は
じ
め
と
す
る
入
居
官
署
の
移
転
・
業
務
開
始
が

順
次
予
定
さ
れ
て
い
る

こ
の
施
設
は

国
の
機

関

官
署
を
集
約
し

利
用
者
の
安
全
性
・
利
便

性
と
公
務
の
能
率
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
り

災

害
発
生
時
に
お
い
て
も

業
務
が
継
続
で
き
る
施

設
機
能
を
確
保
す
る
よ
う
基
礎
免
震
構
造
と
す
る

な
ど

災
害
応
急
活
動
拠
点
と
し
て
必
要
な
機
能

も
確
保
し
て
い
る


　
﹁
小
石
川
地
方
合
同
庁
舎
︵
仮
称
︶
﹂
︵
東
京

都
文
京
区

Ｓ
造
地
上
５
階
地
下
２
階
建
て
延
べ

約
９
４
０
０
平
方

︶
は

整
備
を
担
当
し
て
い

る
東
京
第
一
営
繕
事
務
所
を
は
じ
め

国
の
機
関

４
官
署
を
集
約
す
る
と
と
も
に

文
京
区
の
認
定

こ
ど
も
園
お
よ
び
清
掃
事
務
所
を
合
築
す
る
も
の

で
あ
り


年
度
の
施
設
完
成
に
向
け
て
工
事
を

進
め
て
い
る


　
﹁
長
野
第
１
地
方
合
同
庁
舎
Ａ
棟
︵
仮
称
︶
﹂

︵
長
野
市

Ｒ
Ｃ
造
地
上
６
階
建
て
延
べ
約
５
２

０
０
平
方

︶
は
本
年
度

Ａ
棟
本
体
工
事
に
先

行
し
て
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る

設
計
に

お
い
て

Ｅ
Ｉ
Ｒ
を
適
用
し
た
設
計
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
発

注
者
指
定
で
試
行
し
て
お
り

設
計
か
ら
施
工
ま

で
一
貫
し
て
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
活
用
す
る

入
居
予
定
官

署
を
は
じ
め

多
く
の
関
係
者
と
の
施
設
の
設
計

内
容
に
関
す
る
合
意
形
成
に
寄
与
し
て
い
る


　
﹁
横
浜
法
務
総
合
庁
舎
﹂
で
は

Ｅ
Ｉ
Ｒ
を
適

用
し
た
設
計
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
発
注
者
指
定
で
試
行
し



年
度
か
ら
設
計
を
進
め
て
い
る

現
在

新
営

工
事
の
発
注
手
続
き
中
の﹁
古
河
労
働
総
合
庁
舎
﹂

︵
茨
城
県
古
河
市

Ｒ
Ｃ
造
地
上
４
階
建
て
延
べ

約
２
１
０
０
平
方

︶
で
は

Ｅ
Ｉ
Ｒ
を
適
用
し

た
施
工
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
活
用
す
る


　
貴
重
な
歴
史
的
遺
産
を
保
存
・
活
用
す
る
事
業

と
し
て

﹁
旧
滄
浪
閣
﹂
︵
伊
藤
博
文
邸
跡
・
旧

李
王
家
別
邸
︶な
ど
の
建
物
群
や
緑
地
に
つ
い
て


神
奈
川
県
お
よ
び
大
磯
町
と
連
携
し
て
整
備
を
進

め
て
い
る
﹁
明
治
記
念
大
磯
邸
園
﹂
で
は

積
層

す
る
歴
史
を
今
日
に
伝
え
る
佇
ま
い
と
し
て
一
体

的
に
保
存
・
活
用
す
る
べ
く

邸
宅
保
存
改
修
お

よ
び
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
棟
新
営
な
ど
の
工
事
を
進
め

て
い
る


　
官
庁
施
設
の
耐
震
性
能
確
保
の
事
業
と
し
て


﹁
総
務
省
第
二
庁
舎
﹂︵
１
９
６
８
年
竣
工
︶は


必
要
な
耐
震
性
能
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
た
め


人
名
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め

免
震
化
に
よ

る
耐
震
改
修
工
事
を
進
め
て
お
り


年
度
の
完

成
を
予
定
し
て
い
る


　
木
材
活
用
の
事
業
と
し
て

﹁
農
林
水
産
研
修

所
つ
く
ば
館
水
戸
ほ
場
﹂
に
お
い
て

木
造
庁
舎

な
ど
の
整
備
を
順
次
進
め
る
な
ど
木
材
を
利
用
し

た
庁
舎
整
備
を
実
施
し
て
い
る




　関東のくにづくり
利根川下流河川事務所

小渕　康正所長
ハード・ソフトの両面で流域治水推進

利根川上流河川事務所
津森　貴行所長

利根川の安全・安心向上を目指して

霞ケ浦導水工事事務所
宮下　規所長

着実な事業推進で効果の早期発現へ

久慈川緊急治水対策河川事務所
由井　修二所長

インフラＤＸで受注者の負担軽減

霞ケ浦河川事務所
山本　陽子所長

護岸整備や環境改善で地域を活性化

下館河川事務所
海津　義和所長

地域とつながる鬼怒川・小貝川を目指して

渡良瀬川河川事務所
檜森　裕司所長

被害軽減のため流域治水を推進

江戸川河川事務所
守安　邦弘所長

江戸川水閘門改築事業をスタート

荒川下流河川事務所
出口　桂輔所長

みんなで強靱で持続可能な地域づくり

荒川調節池工事事務所
小平　剛弘所長

第二・三調節池の整備とＤＸを躍進

荒川上流河川事務所
大束　淳一所長

荒川水系での流域治水を加速化・深化

日光砂防事務所
木下　篤彦所長

ＵＡＶによる施設点検技術の導入

利根川水系砂防事務所
大坂　剛所長

無人化施工やＩＣＴ導入など

京浜河川事務所
嶋崎　明寛所長

安心して暮らせる流域を目指す

鬼怒川ダム統合管理事務所
佐藤　務所長

四つのダムを駆使して地域を安全に

利根川ダム統合管理事務所
坪谷　剛所長

後期放流を工夫して再エネ活用へ

富士川砂防事務所
藤平　大所長

砂防施設の継続的な整備と老朽化対策

（９） （第３種郵便物認可）２０２３年　（令和５年）　６月２１日　（水曜日）

　利根川下流河川事務所は、利根川本川の河口から約㎞区間と、支川（小貝川、横利根川、長門
川、手賀川）の一部区間約㎞、また、流況調整河川として北千葉導水路約㎞を、整備・管理し
ています。
　本年度も、流域治水による流域全体の対策と連携を図りつつ、下流部のハード対策としては、
年の「令和元年東日本台風」により、床上・床下浸水が発生した河口付近の無堤防区間（千葉県
銚子市・茨城県神栖市）における築堤や樋管の新設、また、洪水時の水位低下のための河道掘削、
万が一の際の緊急的な水防、復旧活動の拠点となる河川防災ステーション（押付地区〈茨城県利根
町〉）の整備など、沿川自治体と協力・連携し、地域の皆さんの理解も得ながら、着実に進めてい
きます。
　河川環境の保全・再生の取り組みでは、多様な生物の生息・生育場を育む湿地・水際環境再生の
ための整備を進めつつ、地域の皆さんの参画も得ながら、次世代へ継承する取り組みを進めます。
　また、首都圏の都市用水供給や水質改善などに重要な施設である北千葉導水路をはじめ、頻発す
る内水被害に対応する排水機場など、河川管理施設の老朽化が著しいという課題もありますが、堤
防含め施設の点検・補修などを計画的に行うとともに、より効率的な維持管理に向け、デジタル技
術含む新技術の活用なども精力的に検討し、適切な管理、運用に努めます。
　社会情勢や環境の変化などもありますが、地域の安全・安心と魅力の向上のため、ハード・ソフ
ト両面のさまざまな取り組みを、流域の皆さま、業務・工事に携わる皆さまのご意見もお聞ききし
ながら進めますので、より良いものを次世代に残せるよう、引き続きのご協力をお願いします。

　利根川上流河川事務所は、利根川本川・支川約㎞、洪水調節施設として渡良瀬遊水
地、菅生・稲戸井・田中の３調節池および利水施設である渡良瀬貯水池を管理しています。
　現在、治水対策として、右岸の首都圏氾濫区域堤防強化対策の早期完成に向けて整備を
推進するとともに、左岸の築堤整備を推進しています。また、稲戸井調節池では容量のさ
らなる増強に向けた掘削を推進するとともに、田中調節池においては本年度から越流堤移
設などで洪水調節機能の向上を図る新たな事業に着手しました。河川防災ステーションや
水防拠点についても、引き続き、整備を推進します。
　流域治水に関しては、例えば、現在、守谷市において土地区画整理事業で想定浸水深を
考慮した地盤かさ上げなどが進められており、隣接する稲戸井調節池などの整備を連携さ
せながら、市・民間企業・住民・河川管理者が一体となって防災・減災に取り組んでいま
す。また、沿川市町では大型物流施設を避難場所として位置づけるなどの取り組みが進め
られており、このような民間企業との連携協働に必要な協力・後押しにも力を入れていき
たいと考えています。
　今後とも、河川の整備・管理に注力していきますので、引き続き、流域の関係の皆さま
のご理解・ご協力、関係する工事や業務などに携わっていただく皆さまのご協力をどうぞ
よろしくお願いします。

管内事務所の
主 要 事 業

　霞ケ浦河川事務所が所管する霞ケ浦は、わが国第２位の広さを有する西浦
をはじめ北浦とこれらを結ぶ常陸利根川、外浪逆浦、鰐川および横利根川の
総称です。水郷筑波国定公園の中心に位置し自然豊かであるとともに、首都
圏における地域のくらし、産業、文化を支えており、流域全体の調和を図り
つつ治水・利水・環境の整備を進めます。
　治水事業については、堤防未整備区間の浸水防止対策としての堤防整備や、
高波浪での堤防侵食被害防止対策としての護岸整備などの取り組みを、「防
災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」として、「霞ケ浦流域プ
ロジェクト」に基づき推進します。
　環境事業については、西浦で実施した大規模浚渫の浚渫土埋立地整備、北
浦水質浄化対策に係わる調査や対策検討、護岸植生を保全・再生する自然再
生地のモニタリング調査などを実施します。また、昨年度から新たな取り組
みとして、「つくば霞ケ浦りんりんロード」と連携したかわまちづくりによ
り、水辺にリバースポットを整備し地域活性化を図っていきます。
　今後とも、霞ケ浦沿岸地域の安全、安心と清らかで豊かな湖沼環境を目指
し、地域および関係の皆さまと連携を図りながら、霞ケ浦の整備、維持・管
理に努めます。

　年の「令和元年東日本台風」による甚大な被害を受けて開始された久慈
川緊急治水対策プロジェクトを担当する事務所として４年目を迎えました。
この間、地元への説明、測量、調査、設計、補償および工事実施にあたって
は関係者の皆さまにご協力をいただき感謝申し上げます。事業期間を２年延
長して年度までとし、引き続き久慈川の直轄区間と県管理区間でプロジ
ェクトを進めます。
　用地補償は地元の皆さまのご協力により今年４月に契約率が５割を超えま
した。引き続き各地区で用地補償を進めるとともに、各地区で堤防工事や河
道掘削工事を進めます。特に本年度からは樋管工事を多数実施するなかで、
樋管のプレキャスト化により施工の効率化を図っていきます。インフラＤＸ
では、ＢＩＭ／ＣＩＭの活用、工事のＩＣＴ施工および遠隔臨場、ウエブ会
議の活用など、受注者の負担軽減や働き方改革に貢献してきたいと思います。
併せて、プロジェクトの早期完成には、工事の不調不落の回避が重要であり、
引き続き常陸河川国道事務所と連携し、建設業協会関係支部との意見交換を
進めます。
　プロジェクトの推進にあたり、測量、地質調査、用地調査、設計・検討業
務および工事に携わる企業の皆さまのご協力をお願い申し上げます。

　霞ケ浦導水事業は、那珂川、霞ケ浦および利根川を連結する地下トンネルによる流況調
整河川を建設し、流況に応じて相互に導送水を行うことにより、霞ケ浦や桜川・千波湖の
水質浄化、那珂川下流部および利根川下流部における既得用水の補給など流水の正常な機
能の維持と増進、水道および工業用水の供給の確保を図ることを目的としています。
　年度に建設事業に着手以来、茨城県をはじめとする関係機関の皆さまのご理解とご
協力を賜りながら事業を進めています。
　本年度の主な事業内容は、那珂導水路・石岡トンネル第１工区工事を進ちょくさせると
ともに、年３月に契約した第４工区工事に加え、新たに第３工区工事、第５工区工事
に着手します。これにより那珂導水路・石岡トンネルについては、すべての工区で工事着
手となります。
　また、茨城県や水戸市と連携して桜川・千波湖への試験通水を実施し、水質などモニタ
リング調査を行い、水質改善のための効果的な運用方法を検討していく予定です。
　引き続き、関係機関の皆さまと緊密に連携し、早期事業効果発現に向け、職員一丸とな
り、事業の着実な推進に努めますので、地域の皆さま、工事や業務などに携わっていただ
く皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

　下館河川事務所では、鬼怒川約．㎞、小貝川約．㎞の河川整備や維持管理などを実
施しています。鬼怒川では、田川合流点での水門設置や洪水時の河岸洗掘を防ぐため、水
衝部の侵食対策などを行っています。小貝川では、堤防の高さが不足している箇所の築堤
や、老朽化した樋管の撤去・改築などを進め、洪水を安全に流せるように治水安全度の向
上を図ります。両河川の維持管理を着実に行うとともに、サイクリングロードと連携した
リバースポットなどの環境整備も進めます。併せて、インフラＤＸの取組として、３Ｄデー
タなどを活用し、i-Constructionの推進、日々の河川管理業務の効率化を図り生産性の向
上に努めます。
　また、気候変動を踏まえた「流域治水プロジェクト」では、茨城県、栃木県および流域
の市町、住民の皆さま、関係する企業などのあらゆる関係者と協働し流域全体で水害を軽
減させるため、ハード・ソフト一体となった事前防災対策を進めます。ソフト対策の面で
は、逃げ遅れゼロを目指して、引き続きマイ・タイムラインの普及や防災教育の実施など
に取り組みます。
　平時も有事も、地域の皆さま、関係機関と連携し、地域とつながる鬼怒川・小貝川を目
指して河川整備を進めます。
　引き続き皆さまのより一層のご理解、ご協力をお願いします。

　渡良瀬川河川事務所は、渡良瀬川の河川整備と上流域の砂防事業を実施し
ています。
　河川事業では、橋梁の高さ不足により堤防が低くなっている中橋について、
県・市と共同で工事に着手したところであり、引き続き連携のうえ推進を図
ります。また、堤防かさ上完了までに中橋下流の堤防整備を行うとともに、
支川旗川の流下能力向上を図ります。また、勾配が急で流れが速い上流部の
低水路が堤防に近接した箇所で水衝部対策を行います。
　砂防事業では、渡良瀬川本川への土砂・流木流出に伴う洪水・土砂氾濫被
害の防止・軽減を図るため、山腹工や床固工などの工事を進めるとともに既
設砂防堰堤の老朽化対策に取り組みます。整備にあたっては、地域の活性化
にも少しでもつながるよう調整に努めます。
　気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化が顕在化しているなか、人
命を守り、被害を軽減させるためには、河川・砂防の整備を急ぐとともに、
流域の関係者と連携し「流域治水」の推進を図ることが重要であり、地元自
治体や団体・企業、流域住民の方々をはじめとした流域の関係する皆さまの
ご理解・ご協力を賜りながらハード・ソフト対策を一体的に進めます。

　江戸川河川事務所は、都市域を流れる江戸川、中川、綾瀬川の直轄管理を行い、安全度
の向上、確実な水供給、快適な水環境の創出に努めています。
　江戸川では、首都圏氾濫区域堤防強化対策について、年度の概成を目指すとともに、
河道掘削や左岸の堤防断面不足箇所の整備を進めます。また、老朽化が著しい江戸川水閘
門の改築について、年度より新規に事業着手しました。施設の確実な機能確保に向け、
早期完成を目指し事業を進めます。また、吉川河川防災ステーションの整備や、高台まち
づくりと連携した高規格堤防の整備についても推進します。
　中川・綾瀬川では、年の総合治水対策の着手以降、年以上に渡り、流域全体で対
策を進め安全度の向上を図ってきましたが、昨年度流域の関係する自治体と意見交換を行
い、流域治水の実効性を高めるため、さらなる治水対策として「特定都市河川浸水被害対
策法」の適用に向けた検討を進めることになりました。また、八潮排水機場の増強などを
盛り込む河川整備計画を年度中に策定し、直轄の河川事業を加速させたいと考えてい
ます。
　引き続き流域の関係する自治体の皆さまとも意見交換をさせていただきながら流域治水
を進め、水害に対して安全なまちの発展につなげます。また、流域治水と併せて皆さまと
ともにグリーンインフラの保全・創出を行い、地域の活性化・賑わいの創出も図っていき
たいと考えています。

　年は関東大震災から年を迎える節目の年です。また、年には荒川放水路通
水年を迎えます。荒川放水路は、完成から一度も決壊することなく水害から人々の命
と暮らしを守り、都心部の貴重なオープンスペースとして、多くの人々の憩いの場、動植
物の生息・生育の場として、地域の持続可能な発展を支え続けてきました。荒川放水路に
関わった全ての方々への感謝の意を表すとともに、今後も安心して暮らしていける強靱で
持続可能な地域づくりを目指して記念事業を展開します。
　年度も引き続き、２月に起工式を行った京成本線荒川橋梁架替事業をはじめ、高台
まちづくり、かわまちづくり、河川管理ＤＸなどのプロジェクトを着実に進めます。
　逼迫する首都直下地震、水災害の激甚・頻発化、人口減少・担い手不足など、取り巻く
環境や課題が複雑化・多様化する中で、社会資本整備の担い手である建設関連業全体で働
き方改革を追求し、働く一人一人が仕事に対する誇り・やりがい・成長を実感し、将来を
担う若者から選ばれる業界であり続けなければなりません。
　この世を私たちが生まれた時よりもより良くして残したい、強靱で持続可能な地域とし
て将来世代に引き継いでいくために、荒川下流河川事務所ではさまざまな新しい取り組み
を前向きに果敢に挑戦し続けます。

　荒川調節池工事事務所は、埼玉県および東京都を流れる荒川の中流域において、広い河
川敷という特性を活かした「荒川第二・三調節池」の整備に取組んでいます。
　年の「令和元年東日本台風」では、荒川は既往最大に匹敵する洪水となり、下流で
は氾濫危険水位に迫るなど非常に危険な状態となりました。今後は気候変動の影響により、
ますます水害リスクが増大していくことが想定されることから、早期に二つの調節池の整
備が大変重要となっています。
　年度は、第二調節池において囲ぎょう堤と排水門、第三調節池において周囲堤と排
水樋管などの工事進ちょくを図ります。特に第二調節池の下流区間は、年出水期まで
に段階的な効果発現を目指します。また、現在のＪＲ川越線荒川橋りょうは、当事業にお
ける機能補償として架け替えを行うため、詳細設計を実施します。その他、仕切堤の用地
買収、事業に係る環境調査などを実施します。
　建設ＤＸの観点では、ＢＩＭ／ＣＩＭやＩＣＴ技術に取り組むトップランナーとして、
工事受注業者と連携してＤＸを躍進させ、働き方改革と生産性向上の効果について、「あ
らいけＤＸ体験館」やさまざまな広報の機会を通じて情報を発信します。
　今後とも、地域の皆さま、地元自治体や関係機関のご理解、ご協力をいただきながら、
周辺環境に配慮し、品質と安全管理を最優先に、一日も早い完成を目指して職員一同がワ
ンチームになって事業を推進します。

　荒川上流河川事務所管内では、治水、利水および自然環境や社会環境との調和、流域全
体で水害を軽減させる「流域治水」の考えの下、事業・取り組みを進めています。
　年の「令和元年東日本台風」で甚大な被害が発生した入間川流域においては、同規
模の洪水に対して再度災害を防ぐことを目標に、「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」
を推進しており、河道掘削や堤防整備などを実施するとともに、遊水地整備のための調査
・設計などを実施します。
　さらに、事前防災対策として、荒川本川中流部の堤防整備、支川入間川における樋管改
築、緊急復旧活動に必要となる河川防災ステーション整備などを実施します。
　また、本年度から新組織として流域治水課が設置されましたので、流域治水の取り組み
について、関係自治体とより一層連携を図りながら、流域治水を地域で実践します。具体
的には、近隣自治体で集まって少数での意見交換を実施することで、自治体が抱えている
悩みや取り組みを共有しやすくし、流域全体で流域治水が前進するように努めます。
　これらの対策の実施にあたっては、ＢＩＭ／ＣＩＭなどの３Ｄデータの活用や災害対応
時にはドローンなどを積極的に活用し、早急な現場状況把握に努めるなど、インフラ分野
のＤＸ化も積極的に推進します。

　日光砂防事務所は、鬼怒川流域とその支川の大谷川流域・男鹿川流域で砂
防事業を行っています。これらの流域は火山性の地質で非常にもろく、さら
には急勾配の渓流を多く有しています。このため、土石流や土砂・洪水氾濫
などが発生しやすくなっています。主要な事業として、土砂移動をコントロー
ルするための砂防堰堤・床固工・山腹工の工事を行っています。また、管内
は、ニッコウイワナやヤマメの生息域となっており、生息環境に配慮した魚
道の設置も行っています。
　本年度は、３点を事務所のアピールポイントとします。１点目は、ＵＡＶ
（無人航空機）技術です。ＵＡＶを活用した調査技術を磨くとともに、ＡＩ
などの画像解析技術を用いた砂防施設点検技術を開発します。２点目は、Ｂ
ＩＭ／ＣＩＭです。現状、ソフトウェアの問題などから、設計を担当するコン
サルタントから工事業者への３Ｄデータなどの受け渡しに課題があります。
定期的な勉強会などにより、スムーズな受け渡し方法について検討します。
３点目は流木対策です。透過型砂防堰堤や流木柵、遊砂地の設置を進めると
ともに、上流域を担当する治山事業とも連携します。
　今後とも関係する地域・行政機関・業者の皆さまと力を合わせて、地域の
ために砂防事業を進めます。

　利根川水系砂防事務所では、群馬県内の片品川、吾妻川、烏川、神流川の４流域の砂防事業と藤
岡市の譲原地区での地すべり対策事業、さらに長野県内も含めた浅間山で火山砂防事業を実施して
います。
　砂防事業においては、各流域における砂防えん堤や床固工群など砂防設備の整備推進を図るとと
もに、特に年の「令和元年東日本台風」で甚大な被害を受けた吾妻川上流域において、本川に
大規模に堆積した土砂から河道を安定化させる工事を引き続き推進します。
　また、年１月の噴火などによる流域内に多くの不安定土砂が堆積する草津白根山（本白根山）
における砂防えん堤を、概成予定です。さらに砂防設備の機能更新、流域流木対策を国土強靱化緊
急５か年の予算を積極的に活用し、烏川流域を始めとする流域において推進したいと考えています。
　浅間山においては、年度から火山噴火緊急減災対策として融雪型火山泥流などを対象に事業
を実施しており、平常時に基幹的な砂防えん堤を整備するとともに、噴火現象などが発生した場合
に、コンクリートブロックなどでの砂防えん堤のかさ上げや導流堤などの整備を行い、被害の軽減
を図ります。本年度も引き続き、早期事業効果発現に向けた施設整備を進めます。整備にあたって
は、火山噴火などを想定した無人化施工の実施などやＩＣＴ施工などの導入による建設ＤＸの推進
のほか、国立公園内における景観への配慮などにも取り組みます。
　当事務所の実施する事業をご理解いただき、身近に感じていただくための広報活動にも注力しま
す。住民や関係機関にご参加いただく現地見学会を市町村のご協力をいただきながら適宜開催し、
積極的な情報発信に努めたいと考えています。

　京浜河川事務所では、首都圏南部の人口密集地域を流れる多摩川、鶴見川
および相模川の３河川と沖ノ鳥島の管理、西湘海岸の保全を行っています。
　多摩川では年の「令和元年東日本台風」において甚大な被害が発生し
た多摩川流域における今後の治水対策の取り組みとして関係機関が連携して
とりまとめた「多摩川緊急治水対策プロジェクト」の三つの柱である「被害
の軽減に向けた治水対策の推進」「地域が連携した浸水被害軽減対策の推進」
「ソフト施策による減災に向けたさらなる取り組みを推進」を重点的に取り
組んでいます。引き続き河道内の土砂掘削、堤防整備などを実施します。鶴
見川では、総合治水対策を進めるとともに、引き続き下流部で河道掘削を実
施します。相模川では、左岸堤防の整備を実施します。
　西湘海岸では、過去の台風により砂浜消失などの被害が発生しており、酒
匂川から大磯港の区間において砂浜の回復を図るため、海岸保全施設を整備
するための進入路および施工ヤードの整備を実施します。
　今後も治水安全度を向上させ、安心して暮らせる流域を目指してハード・
ソフト対策を一体的に推進します。

　鬼怒川ダム統合管理事務所は完成から年を迎える川治ダムなど、鬼怒川上流の四つの
ダムとダム間の水連携施設の統合管理を行い水の供給や下流河川の水位を下げるなど、地
域の安全向上に努めています。また水源地域の振興と活性化の行動計画である「鬼怒川上
流ダム群水源地域ビジョン」を地元地域と一緒に進めています。気候変動による豪雨の激
甚化・頻発化や渇水などの水災害のリスクが高まっていますが、これらに適切に対処する
ためには日頃からのダム施設の維持補修、管理、事前放流などの運用をしっかり行うこと
が肝心です。年度の主な事業として、ダムの機能を最大限、長時間維持するためクレ
ストゲート、コンジットゲート設備の修繕工事、ダム貯水池に流入する土砂などの継続的
な除去・処理として貯水池堆砂対策工事、ＤＸを実装したダムのモニタリングなどを進め
ます。またカーボンニュートラルの取り組みとして自前のダム水力発電で充電した警報車
の巡視などさらなる水力発電の活用を行っていきます。
　ハイブリッドダムの取り組みとして湯西川ダムにおいて発電施設の新増設の事業化に向
けた民間事業者の参画方法や事業スキームのケーススタディとして検討を進めていきま
す。ダムがもつポテンシャルを高度利用化し、さらに脱炭素社会の実現や地域防災に向け
て４ダムが地域の拠点、顔となるように努めます。

　利根川ダム統合管理事務所では、国土交通省の管理する藤原、相俣、薗原、八ツ場ダムおよび渡
良瀬貯水池、水資源機構の管理する矢木沢、奈良俣、下久保、草木ダムの合計９ダムについて、ダ
ムの効果を最大限に発揮できるよう『統合管理』を行っています。これにより、利根川において、
台風などによる川の増水を軽減するための洪水調節や、川の流量が減少した際、安定的な水利用の
ために用水を補給するなど、その目的や状況に応じて各ダムの放流量を決定するといった、効率的
・効果的な運用調整を実施しています。
　本年度においては、カーボンニュートラルを目指す取り組みとして、既存ダムにおける再生可能
エネルギーの活用に向けた試行運用を実施します。具体的には、ハイブリッドダムの手法の一つで
ある洪水後期放流の工夫として、洪水後のダムの貯水位を緩やかに放流し、水力発電を実施します。
昨年度は、八ツ場ダムにて実施しましたが、本年度は、藤原、薗原ダムへ拡大し取り組みます。
　また、既設ダムのさらなる有効利用を図るものとして、相俣ダムにおいて、現在の放流設備の能
力では速やかな水位低下が図れないことから、洪水時の事前放流による治水機能の増強のため、ま
た弾力的運用による利水への活用などのため、新たな放流設備の設置工事を鋭意施工中です。
　その他、各ダムにおいて点検放流などの実施などにより、関係機関と連携し、ダムを活用した水
源地域の活性化に貢献していきます。
　近年、気候変動に伴う大規模な水害や渇水が頻発する恐れに備え、ダムの重要性を認識し、適切
なゲート操作やきめ細やかなダム運用に努めます。

　富士川流域は、標高日本第２位・３位の北岳・間ノ岳などｍ級の山々
が連なり、清らかな水を育み、豊かな景観と恵み豊かな自然の宝庫です。一
方で険しい起伏と糸魚川静岡構造線が存在し脆弱な地質構造を有しているこ
とから、年には相次いで襲来した台風７、号（伊勢湾台風）により甚
大な被害が発生しました。これまでの事業の進ちょくにより地域の安全性は
着実に向上してきていますが、気候変動にともなう気象災害は激甚化・頻発
化しています。早川支川の稲又第３砂防堰堤などの既設砂防施設の老朽化対
策と釜無川支川の尾白川床固め群などの継続的な砂防施設整備を進めて、土
砂災害への備えを事前に十分準備しておく必要があります。
　また、働き手・担い手の減少や、山間地で狭い箇所が多い砂防現場といっ
た課題に対し、ＩＣＴ施工の実施やＢＩＭ／ＣＩＭなど３Ｄデータを設計か
ら施工・維持管理まで活用するなど、インフラ分野のＤＸを推進するさまざ
まな取り組みを行い、生産性向上を図り魅力ある砂防事業を目指します。
　これからも、砂防施設の整備並びに警戒避難などのハード・ソフト対策な
ど、地域の「いのち」と「くらし」を守るため、長野県から山梨県にいたる
５市町の釜無川上流域および早川流域において、自然や地域の状況などを踏
まえた柔軟な対応を行い、安全・安心の向上にまい進します。
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　品木ダム水質管理所では、草津白根山に起因する酸性河川の流入によって
酸性化し、古来魚もすめなく鉄やコンクリートで造られた河川工作物は急速
に劣化してしまう「死の川」と呼ばれていた酸性河川のうち特に酸性度の高
い湯川、谷沢川および大沢川において時間日、休まず石灰を投入し中
和を行う水質改善事業を実施しています。
　中和事業は、年に群馬県単独事業として調査に着手し、年より中
和事業を開始し、その後事業の重要性により年に旧建設省（現国土交通
省）に移管され現在にいたっています。
　本年度は、引き続き中和事業を確実に実施するとともにダム湖に堆積した
中和生成物を除去し、ダムの容量を確保するための浚渫工事および中和工場
の中央管理室改修を実施します。
　また、中和事業を一般の人々に理解していただくために、体験型施設「環
境体験アミューズメント」を地元住民、草津町と共に運営し、地域振興にも
取り組みます。

　二瀬ダムは、ダム高ｍ、総貯水容量万㎥の重力式アーチコンクリートダムとして、
洪水調節によりダム下流域の洪水被害軽減を図るほか、荒川中流部のかんがい区域約
に農業用水を安定供給するとともに、水力発電を行っています。二瀬ダムは、年
月に完成し、以来年、東京都・埼玉県にまたがる荒川流域に住む首都圏の人々の
生活を守り続けています。
　近年、年の東日本台風では、二瀬ダム上流域で累加雨量㎜を記録し、ダムへの
流入量は既往最大の毎秒㎥に達しました。二瀬ダムでは、毎秒㎥を洪水調節し、
下流河川の水位低減を図りましたが、この台風により大量の流木と土砂がダム湖内に流入
しました。
　本年度は、ダム湖内に流入し堆積した土砂の搬出を地元自治体などの協力を得て継続実
施するとともに、堆砂対策として大洞川筋に新設する貯砂ダム新設工事を完成させる予定
です。
　また、二瀬ダムを交えた荒川上流域の４ダム（国が管理する二瀬ダム、水資源機構が管
理する浦山ダム・滝沢ダム、埼玉県が管理する合角ダム）が連携し、関係地域と一体とな
った水源地域の自立的で持続可能な活性化に向けた取り組みを引き続き推進します。
　自然豊かな二瀬ダム周辺は、四季折々の景色を存分に楽しむことができます。ぜひ、お
出かけください。

　宮ケ瀬ダムは洪水調節、水道水の確保、河川環境維持および発電を行う多目的ダムで、
関東で最大級の重力式コンクリートダムです。また、宮ケ瀬ダムでは水資源の有効利用を
図るため、２本の導水路（道志、津久井）を用い相模川本川の相模・城山ダム（神奈川県）
と連携した水の総合運用を行っています。
　宮ケ瀬ダムは、管理開始から年以上が経過し、貯水池の堆砂土砂量は想定内ではある
ものの、地球温暖化の影響などから今後想定を上回る可能性があります。このため、本年
度も引き続き貯水池内への流入土砂の撤去を継続するとともに、撤去した土砂を下流域へ
の土砂還元や公共事業への有効活用を行います。また、経年劣化から今後保守部品の調達
が困難となる宮ケ瀬ダム管内のＣＣＴＶカメラや監視制御装置などの更新を計画的に実施
します。
　その他、宮ケ瀬ダムでは地域活性に寄与する取り組みとして、コロナ禍であった～
年を除き年間約日間の観光放流を実施しており、昨年ダムファン有志による「日本ダ
ムアワード」ダム大賞を受賞いたしました。これは３年ぶりに開催されたイベント「宮ケ
瀬ダムナイト放流」（愛川町主催）の取り組みが評価されたものです。
　今後も適切なダム管理に努め、洪水による被害から住民を守り、きめ細やかな水運用に
よる安定供給を図るとともに、地域と連携した持続可能な水源地域の活性化を推進します。

　東京国道事務所は、東京区内の国道１号、４号、６号、号、号、
号、号、号、号、号の路線、延長約㎞の整備や維持管理、
交通安全対策、無電柱化や交通結節点の整備を進めることで、安心・安全で
魅力ある東京づくりを支えています。
　本年度は、交通結節点の強化について、品川駅西口では、新たな国際交流
拠点の形成に向けて、道・駅・まちが一体となった都市基盤の整備を進める
べく、国道上空デッキなどの調査設計や用地買収を推進するとともに、渋谷
駅周辺では、再開発事業と連携しながら地下道整備などを推進します。バス
タ新宿では、さらなる利便性向上に努めます。
　さらに、交通渋滞の緩和や安全かつ円滑な交通の確保に向け、国道号両
国拡幅などの現道拡幅事業を推進します。
　また、維持管理などにおいては、パトロールなどの日常管理を行うととも
に、道路施設の老朽化対策として橋梁の点検・補修や首都直下地震に備える
ための耐震補強などを推進するほか、自転車通行空間の整備などに引き続き
取り組みます。
　今後も、人・モノが集中する東京の都市基盤を支え、快適でより豊かな社
会を実現するための道づくり、まちづくりを進めます。

　相武国道事務所は、国道号八王子南バイパスや日野バイパス（延伸）、日野バイパス（延伸）
Ⅱ期、国道号八王子～瑞穂拡幅の交通の円滑化などを目的とした道路整備を行うとともに、東京
都多摩地域、神奈川県相模原市・大和市における国道号および国道号の維持管理、交通事故・
渋滞対策、共同溝、電線共同溝整備を進めています。
　国道号八王子南バイパスについては、年度に策定された防災・減災、国土強靱化に向けた
道路の５か年対策プログラムで「今後５か年程度での開通を目指す」として公表された区間（八王
子市大船町～館町．㎞）を重点的に、改良工事、橋梁上部工事、トンネル工事を進めるとともに、
調査設計、用地取得を推進します。国道号日野バイパス（延伸）については、調査設計、用地取
得を進めるとともに、川辺堀之内地区および東豊田地区において改良工事を推進します。日野バイ
パス（延伸）Ⅱ期については、調査設計、用地取得を推進します。
　また、交通安全対策として国道号藤野駅周辺地区歩道整備や国道号大和田町歩道整備などを
進めます。
　道路管理については、日常的なパトロールに加え、街路樹や清掃などメンテナンスを確実に行い、
路面および構造物の点検と補修を計画的に進めて、安全安心な道路の確保に努め、防災・減災対策
としては、橋梁耐震補強や法面対策などを着実に進めるとともに、首都直下地震道路啓開計画（八
方向作戦）の西方向からの道路啓開を担当する責任事務所として、関係機関と連携しながら、実行
可能な体制の充実に努めます。
　事業の推進にあたっては、関係者の皆さまと連携し、協力もいただきながら、強靱な道路ネット
ワーク整備を着実に進め、地域づくりへ貢献するように取り組んでいきます。

　首都国道事務所は、国道６号、号、号、号、号の整備および
国道号の管理を担当しています。
　国道号北千葉道路（市川・松戸）は、年度から事業に着手してお
り、本年度は調査設計を実施します。国道号東京湾岸道路では、舞浜立
体の開通により、舞浜交差点周辺において交通の円滑化が図られています。
本年度は、隣接区間の塩浜立体で、橋梁上部工事に着手します。
　また、国道６号の葛飾区新宿地区では、拡幅のための用地取得や改良工事
を実施します。国道号の江戸川区小松川地区では、早期の暫定開通を目指
し、用地取得や境川橋架替工事などを進めます。
　国道号（外環道）では、年の開通以降、移動時間の短縮や渋滞の
解消など、多くの皆さまから喜びの声をいただいています。供用開始から５
年が経過する今年は、さまざまな角度から整備効果を検証します。
　このほか、首都直下地震の対応として、道路啓開計画「八方向作戦」では、
当事務所が北東方向からの緊急点検・道路啓開を担当しています。関係機関、
地域の皆さまと連携・協力しながら、災害対応力の強化にも積極的に取り組
みます。

　大宮国道事務所は、埼玉県内の国道４号、号、号の整備、管理を担当
しています。
　本庄道路（Ⅰ期区間）については、年月に優先的に整備を進めてお
りました神流川橋架替区間について、暫定２車線で開通したところです。引
き続き調査設計、用地買収、工事を推進します。また、年度に新規事業
化された本庄道路（Ⅱ期区間）については、調査設計を推進します。新大宮
上尾道路については、共同事業者の首都高速道路会社と連携し、与野ＪＣＴ
（仮称）から上尾南出入口（仮称）間の調査設計、用地買収、工事を推進し
ます。上尾道路（Ⅱ期区間）については、調査設計、用地買収、工事を推進
します。
　このほか、新たに着手する国道号南大塚交差点周辺改良、国道号金崎
交差点改良、国道号蕨市自転車通行空間整備などの交通安全事業、電線共
同溝の整備および、維持管理などを推進します。
　今後とも、県、市町村と連携し、地域の皆さまや建設業界の皆さまのご理
解ご協力をいただきながら、地域づくりを支える各事業を着実に進めます。

　横浜国道事務所では、神奈川県内の首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や東京湾岸道路などの道
路整備と、国道１号、号、号、号、号、号の６路線で延長約㎞の維持管理、交通
安全対策、無電柱化などを進めるとともに、管内の自治体における渋滞対策や道の駅整備、歩行者
利便増進道路（ほこみち）などの道路施策の支援などを行っています。
　本年度、圏央道の高速横浜環状南線については、栄ＩＣ・ＪＣＴの橋梁工事、戸塚地区の改良工
事などを推進します。また、横浜湘南道路においては、トンネル工事、藤沢地区の改良工事などを
推進します。両路線とも安全に留意しながら一日も早い開通を目指します。
　国道号秦野ＩＣ関連事業については、年４月日新東名高速道路の伊勢原大山ＩＣ～新
秦野ＩＣ間と合わせて開通しました。国道号バイパス厚木秦野道路は、横浜国道事務所および
川崎国道事務所が協力して事業を実施していきます。国道号東京湾岸道路では、調査設計、夏
島地区改良工事を推進します。また、国道号追浜駅交通ターミナル整備事業については、調査設
計を推進します。
　災害復旧については、年月の台風で被災した国道１号西湘バイパスの復旧工事が年７
月に完成し、全４車線での供用を再開しました。
　さらに、年の「令和元年東日本台風」で被災した国道１号国府津地区の護岸堤防工事の
年度早期の完成を目指すとともに、越波・津波対策や法面・盛土対策などの防災・減災、国土強靱
化に取り組んでいきます。

　川崎国道事務所では、東京都内と神奈川県内の国道号、号、号、
号、号の地域づくりの基盤となる幹線道路網の整備、慢性的な交通渋
滞の対策、環境整備事業などを担当しています。
　国道号東京湾岸道路については、多摩川トンネルの調査設計、羽田地
区および浮島地区の改良工事や、辰巳・東雲・有明立体の調査設計、辰巳地
区および有明地区の橋梁下部工事を推進します。
　国道号厚木秦野道路の厚木区間および伊勢原区間では、調査設計、用
地取得、埋蔵文化財調査、橋梁下部工事、改良工事を推進し、本年度に伊勢
原区間の伊勢原第一トンネル工事に着手する予定です。秦野区間では、用地
取得を推進します。引き続き横浜国道事務所と連携しながら事業を実施しま
す。
　さらに、危機管理対応として、首都直下地震時の道路啓開計画「八方向作
戦」において、当事務所は、南西方向からの緊急点検・道路啓開を担ってい
ます。関係機関と連携を図りながら各種訓練に励み、危機管理体制の強化に
継続して取り組んでいきます。
　今後も、地域の皆さまのご理解・ご協力のもと、関係する方々と連携し、
地域の信頼に応えるよう着実に各事業を推進します。

　常総国道事務所では、東関東自動車道（東関道）水戸線の潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ、国道６
号牛久土浦バイパス（ＢＰ）および首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の事業を担当して
います。
　東関道水戸線の潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間の延長．㎞については、～年度開通を目
指し、調査設計、橋梁上下部工事、函渠工事、改良工事および跨道橋工事を推進します。
　国道６号牛久土浦ＢＰの延長．㎞のうち．㎞が年月までに暫定２車線にて開
通しています。また、年３月に牛久市遠山町～同市城中町間の延長．㎞が暫定２車
線で開通しました。Ⅱ期区間つくば市高崎～同市西大井間の延長．㎞および土浦市中村
西根～同市中間の延長．㎞については、用地買収、改良工事、橋梁上部工事を推進しま
す。Ⅲ期区間牛久市城中町～つくば市高崎間の延長．㎞については、調査設計および用
地買収を推進します。
　圏央道については、東日本高速道路会社とともに４車線化事業を推進しています。また、
神崎ＰＡ（仮称）については、圏央道４車線化と併せた整備を目指し、改良工事を推進し
ます。
　事業実施にあたっては、地域の皆さまと連携し、地域づくりを支える各事業を着実に進
めます。

　千葉国道事務所は、県内の主要な一般国道（７路線）約㎞の維持・管理並びに、国
道号首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や、国道の現道拡幅などの改築事業を担当し
ています。
　まず、圏央道東側のラストピースである大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間において、東日本
高速道路会社と協力しながら、早期の開通に向け事業を進めます。
　国道号や国道号においては、交通混雑の緩和と交通安全の確保、物流の効率化を
目的とした現道の拡幅事業を、国道号においては、安全で信頼性の高い道路ネットワー
クを確保することを目的とした、防災対策事業を推進します。
　また、湾岸地域や県北西地域の渋滞を改善し、活力ある地域づくりに貢献する高規格道
路の計画の具体化に向けた調査を進めます。
　管理については、道路構造物の老朽化対策のためのメンテナンスサイクルを確実に進め
るとともに、防災・減災、国土強靱化に向けた道路の５か年対策プログラム（関東ブロッ
ク版）も踏まえつつ、修繕が必要な道路施設（橋梁、トンネル、道路付属物、舗装など）
の対策を集中的に実施します。
　このほか、車道の地下立体により創出された、千葉市役所前の国道号上部空間につ
いて、まちづくり・賑わい創出に寄与する上部空間の利活用を図るため、関係機関と連携
した取り組みを進めます。

　北首都国道事務所では、国道４号東埼玉道路、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の整備、国道
号（外環道）の管理を行っています。
　国道４号東埼玉道路については、交通渋滞の緩和や高速道路へのアクセス向上、沿線の開発事業
を支援し災害時にも機能する高規格道路ネットワークを構築することを目的に、年度から八潮
市から松伏町間の専用部を事業着手しました。年度から八潮市および草加市において改良工事
および松伏町の用地買収に着手したところであり引き続き推進します。
　また、一般部については、松伏町での用地買収、橋梁工事および改良工事を推進するとともに舗
装工事に着手予定です。
　圏央道については、東日本高速道路会社と連携し、久喜白岡ＪＣＴ～つくば中央ＩＣ間の４車線
化事業を実施しており、中川・利根川・鬼怒川・小貝川の橋梁工事などを推進します。
　国道号については、交通安全対策として戸田市の自転車通行環境整備の工事、三郷市の高州
四丁目（西）の交差点改良工事を実施します。
　このほか、首都直下地震の対応として、道路啓開計画「八方向作戦」における北方向からの責任
啓開事務所として、関係機関、協定会社や民間企業などと連携強化に取り組んでいきます。
　当事務所では、より安全・安心な社会の基礎となる道路網の構築などを行うとともに、地域の皆
さまと連携し、地域の信頼に応えるべく、各事業を着実に進めます。

　東京外かく環状国道事務所では、東京外かく環状道路（外環道）の関越道～東名高速の約㎞に
ついて事業を実施しており、東名高速～湾岸道路までの約㎞については調査を実施しています。
　外環道は、首都圏３環状道路の一部を形成し、首都圏の都心方向に集中する交通を適切に分散・
導入するなど交通渋滞の解消や沿道環境の改善、救急医療への支援および災害に強い道路網の構築
などを図る上で重要な道路です。
　年月日、調布市東つつじケ丘２丁目付近において地表面陥没を確認、それ以降も地中に
空洞が発見され、外環道沿線にお住まいの皆さまには多大なご迷惑とご心配をおかけしていますこ
とを心よりお詫び申し上げます。二度とこのような事故を起こさないよう、事業者一同、細心の注
意を払い取り組んでいきます。
　東京外環トンネル施工等検討委員会において、一部のシールド工事の再発防止対策および地域の
安全・安心を高める取り組みについて審議・確認をいただき、昨年度、大泉側本線シールド工事の
事業用地外掘進を開始し、東名ＪＣＴランプシールド工事の掘進を開始するとともに、国土交通省
で施工する２本の中央ＪＣＴ北側ランプシールド工事において掘進を完了したところです。
　本年度も、東日本高速道路会社や中日本高速道路会社と連携し工事や用地買収を進めます。掘進
作業にあたっては、再発防止対策が機能していることを丁寧に確認、施工状況や周辺環境をモニタ
リングしながら細心の注意を払いつつ、慎重に進めます。
　今後も、地域の皆さま、関係機関、有識者のご協力を賜りながら、周辺環境に十分配慮し、安全
を最優先に事業を推進してまいります。

　長野国道事務所は、長野県内の国道号、号（塩尻以北）、号および中部横断自動
車道の整備、管理を担当しているとともに、中部縦貫自動車道松本波田道路の整備および
直轄権限代行事業として国道号奈川渡改良の整備、並びに国営アルプスあづみの公園
の管理運営を実施しています。
　本年度の主な事業箇所では、国道号松本波田道路の用地取得および橋梁工事を推進、
国道号下諏訪岡谷バイパスの用地取得およびトンネル工事を推進します。
　また、中部横断自動車道（長坂～八千穂）については、事業化に向け、都市計画および
環境影響評価を進めるための調査を実施します。
　当事務所の管内は一部の特別豪雪地帯を含み全て寒冷地であり、また急峻な地形から関
東地方整備局管内最長の雨量規制区間約㎞を有するなど、厳しい気象・地形条件の下に
ありますが、道路は人や地域を相互につなぎ、人・モノ・情報の移動支援など、日々の暮
らしや経済活動などを支えるものとの認識の下、道路の維持管理、防災・老朽化および交
通安全などの各対策を着実に推進するとともに、災害時における復旧や支援などを迅速か
つ的確に行えるよう県・市町村との連係を強化し、安全・安心な地域づくりに貢献してい
きます。

　宇都宮国道事務所では、栃木県内（一部茨城県内を含む）の国道４号、新４号国道およ
び国道号のバイパスなどの整備や管理を担当しています。
　本年度は、国道４号西那須野道路では歩道橋工事などを、矢板拡幅では調査設計、用地
買収、改良工事着手を、矢板大田原バイパスでは、調査設計、用地買収着手を、国道
号日光川治防災（権限代行区間）では調査設計を、それぞれ推進します。また、国道号
結城バイパスでは、結城市結城から筑西市布川の．㎞が５月日に４車線化となり、．
㎞全線が４車線化されました。
　道路管理につきましては、３路線で約㎞の区間を担当しており、道路施設の老朽化
対策や防災・減災・国土強靱化事業として橋梁の耐震化などについても整備を進めるとと
もに、交通安全対策として、国道４号那須町以北における道路線形改良、国道４号の小山
市粟宮および宇都宮市雀宮駅前周辺の歩道整備事業のほか、国道４号および号の電線共
同溝事業（無電柱化）についても進めます。
　道路管理や災害対応について、ＤＸ技術（３Ｄ点群データやドローンなど）を用いた高
度化、効率化の実現に向け、挑戦していきたいと考えております。
　地域の皆さまのご理解・ご協力のもと、関係機関と連携しながら、安全・安心で魅力あ
る地域づくりを支える各事業を着実に推進します。

　高崎河川国道事務所では群馬県内の烏川、神流川、鏑川、碓氷川の約㎞
と国道号、国道号、国道号の約㎞の整備や管理を実施しています。
　河川事業では、気候変動により頻発・激甚化する水害・土砂災害などに対
する安全度の向上を図るため、これまでの河川管理者などによる対策だけで
なく、流域のあらゆる関係者の協働による、ハード・ソフト一体の水災害対
策「流域治水」を推進します。
　道路の主な事業では、国道号前橋笠懸道路などを推進しており、国道
号前橋笠懸道路のバイパス区間と国道号中村交差点立体において工事に着
手します。また、上武道路の一部区間については年度の４車線化完成、
渋川西バイパスについては年度の全線開通を目標に事業を進めます。
　道路管理については、無電柱化、老朽化、交通事故などの対策に取り組む
一方で、近年深刻化する豪雨などの異常気象に対して、地方自治体、高速道
路会社、建設業協会、警察などと連携を強化して維持管理に努めます。
　地域の皆さまのご協力、ご理解のもと、道路や河川の社会基盤整備や管理
に努めることで、安全・安心で活力のある地域づくりを進めます。

　常陸河川国道事務所では、主に茨城県内の久慈川、那珂川および国道６号、号、号
の整備・管理を担当しています。
　河川事業は、年の「令和元年東日本台風」により、堤防が決壊するなど甚大な被害
を受けた久慈川・那珂川で、河道内の土砂掘削・樹木伐採による洪水の水位低減を図ると
ともに、河道掘削土砂を活用した堤防、霞堤および遊水地の整備などを年度までに緊
急的・集中的に実施するほか、流域のあらゆる関係者が協同して取り組む「流域治水プロ
ジェクト」を推進することで、流域全体の治水安全度の向上を図ります。
　道路事業は、国道６号において千代田石岡バイパス、酒門町交差点立体、東海拡幅、大
和田拡幅、日立バイパス（Ⅱ期）、勿来バイパスの整備を進めます。国道号は桜川筑西
ＩＣ関連（延伸）の年春頃（用地取得が順調に進んだ場合）の開通予定に向けた整備
や協和バイパス、下館バイパスの整備に取り組みます。国道号は潮来バイパスや神宮橋
の架け替えを推進します。
　また、潮来バイパスに並行する東関東自動車道水戸線は～年度の開通を目指し整
備を推進します。
　このほか、国道６号小鶴西交差点周辺改良は年の完成に向けて工事を進めるほか、
その他の交通安全対策や電線共同溝事業についても推進します。

　関東道路メンテナンスセンターは、直轄国道を管理する国道事務所や地方公共団体の効
率的・効果的な道路メンテナンスの支援・推進を目的に、年度に発足した比較的新し
い事務所です。
　当センターの主な役割は、直轄国道における橋梁などの健全性の診断や蓄積されたメン
テナンスデータの管理・分析による劣化予測、修繕計画の最適化、新技術活用などのアセ
ットマネジメントによる道路メンテナンスの高度化推進などがあります。また、地方公共
団体支援として管理されている橋梁などの健全性診断・修繕の代行、保全に関する技術相
談にも対応しています。このほか直轄職員向けの現地実習や地方公共団体職員向けの研修
・講習会にも取り組んでいます。
　年度の実績として、直轄国道は橋梁診断件、高度な橋梁補修設計のフォローア
ップ１件、技術支援件、研修講師８件を実施し、地方公共団体向けにも件の技術支援
を行っています。加えて年度に工事着手した修繕代行の秩父橋補修工事も年３月
に完成し、秩父市へ橋の管理引き渡しを行いました。
　本年度も引き続き、点検データなどを生かしたより戦略的・効率的なメンテナンスを推
進するとともに、人材育成も行いながら道路メンテナンスに関する「よろず相談所」を目
指して地方公共団体への技術支援に取り組んでいきます。



　関東のくにづくり
国営常陸海浜公園事務所

村　幸夫所長
地域活性化や周遊観光の拠点に

関東技術事務所
小櫃　基住所長

ＤＸで地域の安全と生産性向上へ

甲府河川国道事務所
留守　洋平所長

大規模地震に備えた復旧拠点整備など

東京第二営繕事務所
岩野　多恵所長

ＤＸで工事現場の働き方改革に寄与

東京第一営繕事務所
林　直人所長

市ケ谷警察総合庁舎の完成へ

国営昭和記念公園事務所
望月　一彦所長

特色ある４カ所の国営公園を整備

横浜営繕事務所
西村　研二所長

官庁施設の津波対策など推進

宇都宮営繕事務所
黒田　充所長

古河労働総合庁舎新築などを推進

甲武営繕事務所
小泉　洋所長

立川防災合庁の倉庫棟増築完成へ

千葉港湾事務所
岡島　達男所長

船橋地区海岸保全施設の整備など推進

鹿島港湾・空港整備事務所
大谷　琢磨所長

洋上風力向け岸壁整備や航路浚渫など

長野営繕事務所
村瀬　昌康所長

生産性向上技術活用で魅力的な工事へ

京浜港湾事務所
神田　尚樹所長

横浜港・川崎港のさらなる機能強化

東京空港整備事務所
阿野　貴史所長

羽田空港の機能拡充や防災対策など

東京港湾事務所
加藤　絵万所長

中央防波堤外側に新たな岸壁整備など

横浜港湾空港技術調査事務所
中川　大所長

港湾空港事業の着実な実施を支援

特定離島港湾事務所
橋　康弘所長

沖ノ鳥島の臨港道路整備など推進

東京湾口航路事務所
三上　晃所長

第二海堡護岸整備などを推進
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　国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市に位置し、『海と空と緑が友達　爽やか健
康体験』を基本テーマとして、年にを開園し、現在までに計画面積のうち
約を開園しています。
　本年度は、樹林ゾーンにおいて、松林や希少種を適切に保全しつつ、年春の追加開
園を目指してトレイルコース、トイレなどの整備を進めるとともに、既開園区域において、
老朽化したインフラ施設の更新を進めます。また、砂丘エリアにおける官民連携事業の公
募開始に向けた検討を深めます。
　年度の公園入園者は、約万人でした。春、秋のシーズンで個人を中心にして入
園者数が回復してきました。年の春を迎えて、観光バスツアー、インバウンドなどの
団体入園者数も回復してきており、園内はコロナ禍前と同じようにさまざまな外国語での
会話が聞かれるようになってきました。夏から秋にかけては、大規模なイベントも予定さ
れており、年間を通じてコロナ禍前のにぎわいが期待されるところです。
　本年もこれまで、スイセン、チューリップ、ネモフィラなど、またこれから、ポピー、
ヒマワリ、コスモス、コキアなど、四季折々の草花が皆さまをお迎えします。また、地域
と連携したさまざまな取り組みも予定しており、地域活性化や周遊観光の拠点として、そ
の期待に応えていきたいと考えています。

　関東技術事務所は、関東地方整備局管内における建設分野の技術的課題の改善や支援、
防災活動の拠点としての役割を担っています。また、国土交通本省や他の地方整備局と連
携して河川・道路における構造物の維持管理に関する技術開発などを推進する「関東維持
管理技術センター」として、さらに年度からは、「関東ＤＸ・i-Construction人材育
成センター」としての役割が加わっています。
　関東ＤＸ・i-Construction人材育成センターでは、インフラ分野のＤＸ推進に向けた人
材育成を目的として、地方公共団体を含む発注者および受注者に対するＢＩＭ／ＣＩＭ活
用やＩＣＴ施工普及促進、データ・デジタル技術の知識習熟などに関する研修・講習を行
っています。
　また、構内に開設している「建設技術展示館」では今年５月にリニューアルを行い、イ
ンフラ分野のＤＸ技術や脱炭素化・ＧＸ技術などの最新の建設技術の展示や、レーザース
キャナーや３Ｄデータの操作体験を通じて、ＤＸ技術を体感してもらえるＤＸパークを開
設しました。
　関東技術事務所では、これらＤＸ推進のための取り組みや災害対策用機械の運用などに
よる災害対策支援などにより、「地域の安全・安心」と「生産性の向上」の実現に貢献し
ていきます。
　皆さまのＤＸ・i-Con講習の受講と建設技術展示館へのご来場をお待ちしています。

　甲府河川国道事務所は、富士川・釜無川および笛吹川などの約㎞の維持管理、築堤
護岸や河川防災ステーション整備などの河川事業と、国道号・号・号・号・中
部横断自動車道（富沢～六郷）の５路線、約㎞の管理や改築、交通安全、防災対策な
どの道路事業を行っています。
　河川事業では、実績浸水被害の解消として、富士川の中流域で切石・手打沢地区の築堤
事業、下流域では、南海トラフ地震などの大規模災害時を想定した迅速な復旧活動の拠点
整備として、木島地区河川防災ステーションの整備を進めています。また、笛吹川の上流
域では、山梨市万力地区でにぎわい・活力の創出、都市機能の充実、地域住民が自然と共
存し憩える場となるよう、既設のウォーキングコースと連携した河川管理用通路などの水
辺環境整備を実施しています。
　道路事業では、国道号で新山梨環状道路の調査設計・用地買収・環境整備、新笹子ト
ンネル改修の調査設計・用地買収・改良工事・トンネル工事、四方津駅周辺の歩道整備、
国道号で上石田改良（富竹地区）の工事などを実施しています。
　また、本年は関東大震災から年の節目です。当事務所においても、「連携・実践・
わがこと化」をキーワードに、シンポジウムの実施など、関係機関との連携強化を図り、
国民の安全・安心の確保に努めます。

　国営昭和記念公園事務所は、それぞれに特色ある国営昭和記念公園、国営
武蔵丘陵森林公園、国営東京臨海広域防災公園、明治記念大磯邸園の４公園
の整備・管理運営を担当し、首都圏における緑豊かなオープンスペースの整
備・運営管理などの事業を進めています。
　本年度、国営昭和記念公園では、昭島口周辺エリアの再整備に向けた官民
連携事業手法の検討や、老朽化した電気設備の更新などを進めます。国営武
蔵丘陵森林公園では、社会情勢や利用者ニーズの変化に対応した効率的な維
持管理のあり方の検討などを進めます。国営東京臨海広域防災公園では、首
都直下型地震への備えを学ぶ防災体験学習施設について、防災の実践力向上
を目的とした展示施設の充実、強化を図ります。
　明治記念大磯邸園では、明治期の立憲政治の確立などの歴史や意義を後世
に伝えるため、「明治年」関連施策の一環として、旧滄浪閣などの建物
群および緑地の一体的な整備を進めており、旧大隈別邸・陸奥別邸跡の
年度の邸宅公開に向けた邸宅修繕および庭園整備とともに、旧滄浪閣・西園
寺別邸の邸宅修繕およびエントランス棟の整備などを推進します。
　本年度も安心で快適にご利用いただける公園づくりに努めます。

　東京第一営繕事務所は、東京都の中央部の９区と埼玉県における国家機関
の建築物などの施設整備と施設管理者への保全指導を行っています。
　本年度の施設整備では、国の４官署と文京区のこども園および清掃事務所
が入居予定の小石川地方合同庁舎（仮称）の新築において杭工事などの地下
部分の工事を進める一方、市ケ谷警察総合庁舎の本年７月の新庁舎完成に向
け取り組みます。また総務省第二庁舎の耐震改修工事、さいたま地方法務局
上尾出張所、東京法務局新宿出張所、皇宮警察本部、警視庁第八機動隊、埼
玉県警察機動隊の各種改修工事などを実施し、国民の皆さまの安全・安心な
暮らしを支える官庁施設の機能確保を着実に進めます。
　保全指導では、官庁施設をより長く安全に使用していただくため、地区保
全連絡会議や点検講習会の実施、保全ニュースなどを通じてタイムリーな話
題を提供し施設管理者への支援を行っていきます。
　そのほか国・自治体などから「公共建築相談窓口」に寄せられる各種相談
を通じて、地域への情報提供など幅広い支援に努め、今後とも地域に根ざし
た官庁営繕行政を推進します。

　東京第二営繕事務所は、千葉県と東京都東部の八つの区を管轄区域とし、
国家機関の建築物の施設整備と保全指導を行っています。
　本年度の施設整備としては、科学警察研究所において電灯設備を改修する
ほか、千葉保護観察所西千葉庁舎、千葉地方法務局船橋支局、千葉地方法務
局柏支局、警視庁第二機動隊、東京税関東京航空貨物出張所、千葉地方合同
庁舎においても改修工事を実施します。
　整備にあたっては、安全で使いやすい施設となるようにすることはもちろ
んのこと、年４月１日から建設業に時間外労働の上限が適用されること
を見据え、ウエブ会議システムやＡＳＰ（情報共有システム）を使ってＤＸを
積極的に行うことで工事現場の働き方改革に寄与できることを目指します。
　保全指導においては、施設を安全で快適に使用し続けていくため、実地指
導などを通じて施設の保全状況の改善に取り組んでいきます。

　横浜営繕事務所は、神奈川県を管轄区域として、国家機関の建築物などの
施設整備と保全指導を行っています。
　施設整備に関しては、災害に対する安全・安心の確保などに的確に対応す
ることが重要であり、防災・減災対策や老朽化対策などを引き続き推進しま
す。具体の事業としては、継続中の横須賀港湾合同庁舎の津波対策改修工事、
横浜第２合同庁舎の電気設備改修工事、明治記念大磯邸園内の旧大隈重信別
邸、旧滄浪閣などの保存改修工事、同邸園内のエントランス棟の新営工事な
どを進めます。本年度発注の新規事業としては、横浜税関麻薬探知犬管理セ
ンターの新営工事、横須賀地方合同庁舎の津波対策改修工事、藤沢労働総合
庁舎の建築改修工事、相模原税務署の電気設備改修工事などを予定していま
す。
　もう一つの柱である保全指導に関しては、官庁施設の長期耐用性の確保に
向けて、各省各庁の施設管理者などに向けた地区保全連絡会議や講習会の実
施、効果的な保全実地指導の実施などを引き続き推進します。
　官庁営繕行政の最前線として、施設管理者はもとより地方公共団体などを
含むさまざまな関係機関との連携・交流などにより、地域に信頼される事務
所となるよう努めます。

　宇都宮営繕事務所は、栃木県および茨城県（つくば市を除く。）を管轄区
域として、国家機関の建築物などの施設整備と保全指導を行っています。
　本年度は、涸沼水鳥・湿地センター（展示施設、観察施設）および農林水
産研修所つくば館水戸ほ場（車庫棟、渡り廊下）において、木造による新築
工事を予定しています。また、木造以外の工事として、古河労働総合庁舎の
新築工事のほか、日光公共職業安定所の建築改修工事、宇都宮第２地方合同
庁舎の電気設備改修工事、鹿沼公共職業安定所および龍ケ崎共職業安定所の
機械設備改修工事を予定しています。
　保全指導に関しては、管内に所在する国家機関の建築物などの施設管理者
の方々への保全に関する情報提供や技術的な助言により、適正な保全業務の
実施に向けた支援を推進するとともに、保全に関する実地指導にも取り組ん
でいきます。
　さらに、公共建築相談窓口を通じて各種相談に幅広くお答えしていくとと
もに、施設管理者はもとより、地方公共団体との連携・交流を図り、地域に
信頼される事務所となるように努めます。

　甲武営繕事務所は、東京都の南西部６区と市町村全域（伊豆諸島・小笠原
諸島を含む）および山梨県を管轄区域として、国家機関の建築物などの施設
整備と保全指導を行っています。
　本年度の施設整備に関しては、国立ハンセン病資料館の収蔵庫や立川防災
合同庁舎の備蓄倉庫棟の増築完成を目指すほか、警察大学校の自家発電設備
改修、同大学校および警視庁警察学校の天井耐震改修、東京運輸支局の耐震
改修など老朽解消、防災・減災対策を実施するとともに、消防大学校消防研
究センター、国土交通大学校、情報通信政策研究所および自治大学校では外
壁改修や屋根改修などを実施していきます。工事実施にあたっては、情報共
有システムや遠隔臨場などの生産性向上、週休２日の促進の取り組みを引続
き実施します。
　保全指導に関しては、管内の国家機関の建築物の施設管理者の方々に対し
て、施設機能の適切な発揮と利用者の安全・安心の確保のため、法定点検状
況の調査、保全に関する情報提供や技術的支援を実施しています。
　このほか、公共建築相談窓口を通じた各種相談への対応や、管内の地方公
共団体など関係者と情報交換を行い、公共建築が安全でより良いものとなる
よう、地域に貢献していきます。

　千葉港湾事務所は、年間貨物取扱量が全国第２位の千葉港（国際拠点港湾）などの整備、
保全を行っています。
　千葉港の公共ふ頭では、主にコンテナ、ＲＯＲＯ貨物、完成自動車および鋼材を取り扱
っており、国内外および背後圏を結ぶ海上物流の拠点として重要な役割を果たしています。
　本年度は、港湾事業では、千葉中央地区において貨物需要の増大に伴う内航ＲＯＲＯ船
の大型化に対応するとともに、大規模地震に耐え得る複合一貫輸送ターミナル（水深９ｍ）
の整備や、葛南中央地区の航路の埋没を防ぐ施設（防泥柵）の改良などを実施します。
　海岸事業では、千葉港海岸船橋地区において背後地域の生命・財産を守る海岸保全施設
のかさ上げや老朽化・耐震化対策として胸壁や護岸の改良に本格着手します。
　また、首都圏の暮らしや経済を支え、多くの船舶が行き交う東京湾内の航行安全と環境
保全のため、清掃兼油回収船「べいくりん」による一般海域の浮遊ごみの回収、湾外から
の支障物流入や油流出事故への備え、湾内の環境変化を把握するための水質などの連続観
測を実施します。
　今後とも、利用しやすく災害に強い港湾施設や安全安心を確保する海岸保全施設の整備、
東京湾内の環境保全、災害リスクへの備えに取り組んでいきます。

　鹿島港湾・空港整備事務所は、首都圏のニューゲートウェイである茨城県
の鹿島港・茨城港および百里飛行場（茨城空港）の整備を担当しています。
　鹿島港は、鹿島臨海工業地帯の製品などの輸出入の基地であるとともに、
洋上風力の導入促進に向けた基地港湾にも指定されています。本年度は、洋
上風力発電設備の荷役を効率的かつ安全に実施するための岸壁整備、地耐力
強化、航路・泊地の浚渫などと、防波堤（南）のケーソン据え付けなどを行
います。
　茨城港は、高速道路ネットワークの充実と企業立地の進展などで、取扱貨
物量が堅調に推移し年は過去最高を記録しました。常陸那珂港区では、
建設機械や完成自動車などの貨物の需要増に対応するため、中央ふ頭国際物
流ターミナルＤ岸壁（水深ｍ）を整備しています（年２月に延長
ｍ供用開始）。本年度は、Ｄ岸壁の背後の埋め立てに必要なケーソン製作と、
防波堤（東）のケーソン製作および据え付けなどを行います。
　本年度も、工事や業務に携わっていただく皆さまとともに、茨城からカー
ボンニュートラルの実現と基幹産業の競争力の強化に貢献する港湾整備に取
り組んでいきます。

　長野営繕事務所は、長野県および群馬県において国家機関の建築物などの
整備と保全指導を行っています。
　年度の施設整備としては、長野第１地方合同庁舎Ａ棟本体工事に先行
して必要なインフラ整備工事のほか、官庁施設の防災機能の強化・老朽化対
策などの整備工事（長野第２合同庁舎の自家発電設備改修、利根沼田森林管
理署の耐震改修、太田労働基準監督署の庁舎増築）の実施を予定しています。
　整備にあたっては、生産性向上技術を活用して事業の効率化を図り、受発
注者双方の働き方改革に寄与し、魅力的な工事となるよう取り組みます。
　また、保全指導については、各省各庁の出先機関が官庁施設の計画的かつ
効率的な維持管理を行い、常に適正な機能・性能を維持できるよう、引き続
き施設管理者への保全指導を行います。
　このほか、公共建築相談窓口を通じた各種問い合わせへの対応など、地域
の公共建築分野において頼りにされる存在になれるよう、引き続き努力しま
す。

　京浜港湾事務所は、わが国に寄港する基幹航路の維持・拡大や広域交通ネットワークの
形成などを図るため、「国際戦略港湾」である横浜港・川崎港の整備を実施しています。
　横浜港のコンテナ取扱個数はコロナ禍前とほぼ同水準まで回復し、内貿コンテナの取扱
個数は国内港湾からの集荷が進んだことで過去最高の万個に達しました。
　また、本牧ふ頭では年３月に国内唯一の北米東岸航路が再開し、アジアにおける横
浜港のハブ機能の強化とわが国の荷主の円滑な物流の確保が期待されています。
　現在、「横浜港国際コンテナターミナル再編整備事業」として、新本牧地区岸壁（水深
ｍ～）や本牧ふ頭地区Ｄ５岸壁（水深ｍ）などの整備を実施しています。これにより、
横浜港のコンテナ船の大型化や増加に対応し、さらなる物流拠点としての強化を目指して
います。
　川崎港では、コンテナ貨物取扱量が顕著に増加し、日本随一の施設容量を誇る冷凍冷蔵
倉庫群などのロジスティクス機能も充実してきています。これに伴い、慢性化する交通混
雑の緩和や大規模災害時の緊急物資輸送ルートの多重化を図るため、臨港道路の整備を実
施しています。特に、東扇島には基幹的広域防災拠点が立地しており、緊急時には効率的
な物資輸送ルートの確保が重要となります。
　今後も、京浜港湾事務所は横浜港・川崎港の発展に向けた取り組みを進めていくことで、
国内外からの物流需要に対応し、経済の発展に貢献していきます。

　東京空港整備事務所は、東京国際空港（羽田空港）の土木施設の整備を行
っています。
羽田空港は、国内外における多くの空港とのネットワークを形成しているわ
が国最大の拠点空港であり、わが国の経済を支える最重要な基盤施設です。
最近では、コロナ禍で落ち込んでいた利用者が、感染者の減少とともにコロ
ナ禍以前の利用者数に迫り、回復傾向にあります。
　本年度は、アクセス利便性を図るため、ＪＲ東日本羽田空港アクセス線の
基盤施設整備に本格着工するとともに、引き続き京急空港線の引上線を整備
するほか、国内線・国際線間の乗り継ぎ利便性向上のための人工地盤の整備、
旧整備地区の再編整備などを実施するとともに、地震発生後も航空ネット
ワークの機能低下を最小限にとどめるための滑走路などの耐震性の強化およ
び防災・減災に向けた護岸などの整備を推進します。
　羽田空港はコロナ禍収束後の航空需要の回復あるいは増加も見据え、今後
さらに成長・進化していく空港であり、そのためには関係者の皆さま方のご
理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　東京港湾事務所は、国際コンテナ戦略港湾「京浜港」の一翼を担う東京港
の整備を行っています。
　東京港は、首都圏万人の人口を背後に擁し、外貿コンテナ取扱貨物量
が年連続で日本一を誇るわが国屈指の国際貿易港です。
　国際コンテナ貨物需要の増加とコンテナ船の大型化に対応するため、現在、
中央防波堤外側地区において、水深ｍ、延長ｍの耐震強化岸壁を有す
るＹ３コンテナターミナルの整備を進めています。年３月にＹ２コンテ
ナターミナルの供用を開始していますが、今後、Ｙ３コンテナターミナルの
整備を進めることにより、東京港でのコンテナ取扱量がさらに増加すること
が見込まれます。
　また、この地区を結ぶ青海縦貫線などの臨港道路の交通混雑の緩和に対応
するため、臨港道路南北線を沈埋トンネル工法により整備し、年６月に
「東京港海の森トンネル」として供用を開始しました。現在は、周辺臨港道
路のコンテナ車両による交通渋滞が解消されるなど、トンネルの整備効果が
発揮されています。
　引き続き、東京港の物流機能を確保するための整備を進め、わが国の国際
競争力の向上に寄与します。

　横浜港湾空港技術調査事務所は、関東地方整備局管内の港湾・空港に関する調査や実験、施設の
設計、関連する技術開発を担当しています。
　年度は、昨年度に引き続き、横浜港本牧地区ＢＣ２岸壁（水深ｍ）（耐震）、横浜港新本
牧地区の防波堤、千葉港葛南中央地区の海岸保全施設（胸壁）などの基本設計を進めるほか、管内
の港湾・空港において進行しているプロジェクトの設計や水理実験を進めます。あわせて、各事務
所が抱える技術的課題の解決に向けた技術的支援を行います。設計に当たっては、インフラ分野の
ＤＸを推進するため、建設プロセスの各段階において有効に活用できるモデルを念頭に３Ｄモデル
の作成・活用を行います
　水環境に関しては「東京湾水環境再生計画」に基づいた東京湾の環境改善方策の検討や調査、情
報発信を行います。事務所構内にある生物共生型護岸「潮彩の渚」を活用して、カーボンニュート
ラル実現に向けた調査や、環境学習の支援を兼ねたアマモの試験的移植などを近隣小学校と連携し
て実施します。また、ＮＰＯなどとの協働調査結果も含め、得られた海の環境に関する情報の発信
を行います。
　そのほか、新技術の活用促進や官民相互の技術力の維持向上ならびに職員の技術力の伝承を目的
として、外部組織と連携した技術交流会・勉強会・講習会の開催も引き続き積極的に実施していき
ます。
　本年度も、港湾・空港の整備における技術的課題の解決や生産性向上を通じて、事業と地域の発
展に貢献するよう努めます。

　特定離島港湾事務所は、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促
進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」（低潮線保全
法）に基づき、特定離島である南鳥島および沖ノ鳥島における港湾の整備、
利用、保全および管理を行っています。
　低潮線保全法に基づく基本計画では、特定離島を拠点とした活動の目標で
ある海洋資源の開発・利用や海洋調査などの諸活動が、本土から遠く離れた
海域においても安全かつ安定的に行われるよう、船舶の係留、停泊、荷さば
きなどが可能となる活動拠点の施設整備と港湾の管理をすることが定められ
ています。
　本年４月には、第４期の海洋基本計画が閣議決定されました。南鳥島およ
び沖ノ鳥島における特定離島港湾施設の整備推進がうたわれ、この基本計画
に従い、年度は、沖ノ鳥島における臨港道路の整備を予定しております。
　第４期海洋基本計画を踏まえ、関係官庁や民間の皆さまとも連携を図りな
がら、施策の着実な実施、充実のため、当事務所としても、引き続き安全第
一で沖ノ鳥島における活動拠点の整備事業を確実に推進します。

　東京湾中央航路は、東京湾の湾口から中央に位置し、東京港・川崎港・横浜港・千葉港
をはじめ、横須賀港・木更津港へ向かう航路の幹線であり、１日平均隻以上の船舶が
航行する過密海域であると同時に、首都圏の経済・産業および市民生活を支える重要な航
路です。
　東京湾口航路事務所は、東京湾内の港湾に入出港する船舶の安全かつ円滑な航行を確保
するため、東京湾中央航路の機能維持としての保全事業および開発事業を行っています。
　保全事業におけるソフト面では、船舶による海面や海底面の障害物や安全な航行に必要
な水深の確認を行う航路パトロールおよびカメラ・レーダーによる船舶航行情報の収集・
管理および伝達を行うとともに、ハード面では、年度の完成に向けて、大規模地震の
影響で土砂が航路へ流出しないよう第二海堡の護岸整備を行っています。
　また、開発事業である中ノ瀬西方海域に点在する浅瀬の解消では、航行安全対策の検討
および関係者との調整を進め、年度の現地着手を目指しています。
　一方、事務所の情報発信として取り組んでいる、明治～大正にかけて建設された遺構
（第二海堡）を観光資源として活用した「第二海堡上陸ツアー」は、昨年度のコロナ禍に
おいても人の参加がありました。引き続き、関係機関および民間各社と連携し、その
魅力を広く一般の方々に発信していきます。



　現場最前線　　関東のくにづくり
利根川上流河川事務所
Ｒ４利根川上流管内環境調査検討業務　いであ

荒川下流河川事務所
Ｒ４荒川下流河川管理施設監理等検討業務　八千代エンジニヤリング

高崎河川国道事務所
Ｒ３前橋笠懸道路橋梁詳細設計業務　復建技術コンサルタント

大宮国道事務所
Ｒ３新大宮上尾道路三橋地区橋梁詳細設計その８業務　三井共同建設コンサルタント

東京空港整備事務所
令和３年度　東京国際空港東側貨物地区共同溝改良設計（その２）　オリエンタルコンサルタンツ

鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　茨城港常陸那珂港区事業評価資料作成業務　エコー
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モニタリング定点を用いた環境変化の見える化の例
（リバープロットを用いた環境変化の程度と内容の図化）

モニタリング定点を用いた目標環境の維持状況の分析・評価
の例

維持・変化状況の見える化の例（工事前後の河川環境変化
マップ）

管理技術者
　鈴木　敏弘氏

　本業務では利根川上流管内の河川環境について現
状把握、分析・評価を行い、河川管理の効率化・高
度化に資する検討を行いました。この中で工事後の
河川環境変化を効果的に分析・評価するための取り
組みを実施しました。
　管内では流下能力を確保し適切な河川管理を行う
ため河道掘削や樹木伐採の対策が進められていま
す。
　対策後の環境変化は河川水辺の国勢調査、航空写
真測量、定期横断測量などによるモニタリングが行
われてきましたが、環境維持や変化の程度の把握が
課題でした。
　課題解決のため上記モニタリングデータを用いて
分析・評価を行うデータベースツールである「河道
変遷シート」を作成しました。具体的には、①工事
履歴（工種・範囲）のＧＩＳ化、②工事ごとに創出
を図る目標環境の明確化（河川環境管理のベースと
なる生息場指標との対応整理）、③ＧＩＳでのモニ
タリング定点設定と分析・評価、④分析結果の見え
る化、⑤シートを用いた現地確認を行いました。
　本取り組みにより、通常の河川管理で取得される
モニタリングデータを用いて、工事後の環境変化を
効果的に把握することができました。さらに、ＧＩ
Ｓでモニタリング定点を設定したことで今後蓄積さ
れるデータを今回と同じ方法で分析できます。これ
により、目標環境の維持、樹林化や再堆積などの変
化の程度を経年的・定量的に追跡し、その結果を工
事計画にフィードバックすることも可能となりまし
た。
　本取り組みは河川管理者である発注者とアイディ
アを出し合いながら作り上げたものです。今後もよ
り良い河川環境の形成に向けて河川管理の現場に適
用可能な技術の開発と実装に取り組みます。

管理技術者
　鈴木　健彦氏

　本業務は、荒川下流河川事務所管内の河川維持管
理を適切に遂行することを目的に、河川巡視や堤防
点検結果などについて健全度評価を行い、対策案の
検討やモニタリング計画の作成などを行いました。
今後の堤防点検の高度化・効率化を目的に、ドロー
ン空撮画像からＡＩを用いて、堤防の変状を把握す
る手法を検討しました。荒川下流管内では、河川利
用が盛んなため、堤防のり面への踏み荒らしによる
植生異常が多く発生しています。従来の堤防点検で
は、この踏み荒らしに対する写真撮影や変状規模の
把握などに多くの時間を要していました。そのため、
点検前にＡＩによる踏み荒らしの自動検出を実施
し、現場作業の省力化を実現しました。
　本手法を運用するには、ドローン空撮の無人化が
期待されます。ドローンのレベル４飛行が開始した
ことから、今後、河川上空を河川巡視ドローンや物
流ドローンなど複数のドローンが共用することが想
定されるため、荒川下流河川事務所では「荒川下流
河川上空利用ルール（案）」策定に向けた実証実験
を行い、当社は実証実験に参加するとともに他の事
業者からの意見などを踏まえ、ルール（案）を取り
まとめました。実証実験では、物流用・河川巡視用
の両ドローンを同時に自律飛行するデモフライトを
実施して、運航管理システムによってリアルタイム
に監視しました。
　今後、効率的、効果的な河川の維持管理に向けて
ドローンやＡＩの活用はますます進んでいくことが
想定されますので、当社ではさらなる研究、開発に
取り組みます。

管理技術者
　椎葉　英敏氏

　国道号の慢性的な交通渋滞の緩和や埼玉県中央
地域の健全な発展などを目的として、新大宮上尾道
路（与野～上尾南）の整備が進んでいます。この業
務では、都市部を通過し、一般道路の上空に整備す
る連続高架橋であることを念頭に、①コスト縮減、
②施工中の一般道路の安全確保、③維持管理の低減、
④周辺景観と調和した道路整備を目指し、最適な橋
梁計画・詳細設計を実施しました。
　この橋梁の施工ヤードは、交通量の多い一般道路
（上り線・下り線）の間の狭隘（きょうあい）なス
ペースであり、施工中においても一般道路の交通規
制を極力最小限に抑えることが主な課題の一つにな
っています。そこで、基本構造計画において、支承
構造と剛結構造の比較検討を実施し、ＢＩＭ／ＣＩ
Ｍを活用して外部景観を検討したうえで、経済性に
優れ、ＰＣ梁の施工が不要で、一般道路への施工影
響を軽減可能な剛結構造を提案しました。上部構造
の架設計画においては、クレーン・ベント架設に横
取り架設を併用し、一般道路の規制を最短化しまし
た。コロナ禍での打合せ協議においては、ＡＲ（拡
張現実）とウェブ会議ツール（Teams）を組み合
わせた遠隔臨場により、現地にＢＩＭ／ＣＩＭモデ
ルを重ねて施工の妥当性を検証しました。その他、
ゲームエンジンを活用した統合モデルで完成イメー
ジを共有するなど、ＤＸツールを効果的に活用する
ことが出来ました。今後も、ＢＩＭ／ＣＩＭの活用
による一連の建設生産・管理システムの効率化・高
度化およびインフラ分野のＤＸ推進に貢献していき
ます。大宮国道事務所の皆さま、ご指導を賜り、あ
りがとうございました。

管理技術者
　今泉　敏郎氏

　国道号前橋笠懸道路は、群馬県内の国道号で
唯一の２車線区間である前橋市からみどり市間にお
いて交通混雑の緩和と交通安全の確保を図ることを
目的としたバイパス事業です。
　本業務は、国道号前橋笠懸道路と主要地方道伊
勢崎大間々線の交差部に架橋される橋梁詳細設計で
す。起点側に計画されている複数の河川橋と一連の
工事となることから、過年度業務で作成されたＢＩ
Ｍ／ＣＩＭモデルに結合する形で、連続した約．
㎞のモデルを作成しました。この区間の構造物であ
る起点側河川橋、ランプ盛土、補強土壁、橋台アプ
ローチ擁壁、本線橋をどのような順序で施工するの
が効率的となるか、施工ステップモデルに時間軸を
加えた４Ｄモデルを作成してシミュレーションを行
いました。また、上部工架設時において、交通量の
多い交差道路の安全性を確認するため施工モデルを
作成しました。その他、３Ｄモデルによる付属物の
干渉チェックや建築限界との離隔、点検シミュレー
ションによる検査路動線など、各部材の干渉や施工
時の安全性を視覚的に確認することができました。
　今後の施工段階において、施工時の課題がＢＩＭ
／ＣＩＭモデルによって視覚的に分かりやすくな
り、多くの構造物が錯綜（さくそう）する工事にお
いて施工ステップをモデル化したことで、より効率
化・高度化の効果が得られると実感しました。今後
もさらなる技術研さんを重ね、新技術を積極的に取
り入れ、建設事業に貢献していきたいと考えていま
す。

管理技術者
　粟田　泰紀氏

　羽田空港アクセス鉄道事業は、埼玉・群馬・栃木
・千葉方面と空港を接続し、東京圏の発展、国際競
争力の向上が期待されています。東京空港整備事務
所管内では、東京貨物ターミナルから羽田空港新駅
を結ぶシールドトンネルの整備が行われています。
本業務は、トンネル工事に先立つ、アクセス鉄道ルー
ト上の支障となる共同溝の事前切り回しに関する計
画・設計を実施しました。
　共同溝は空港内の重要なライフラインが多数収容
され、これを供用させながら施工を行う計画の立案
が課題でした。また、事業工程の観点から工期短縮
により後続のシールド工事に早期着手できる計画が
求められました。
　空港内の共同溝を供用させながらの切り回しは前
例に乏しく、当初は接続部躯体の全撤去・再構築案
や２層構造化による迂回案が想定され、事業工程上
の懸念がありました。そこで、部分改築のみ行い現
躯体を活用する原位置切替えを提案。躯体・施設両
面の施工手順を詳細に検討し、インフラ企業者への
入念な確認の上で採用しました。
　空港島は海成性粘土を埋め立てた人工地盤のため
現在も沈下が進行しており、動態観測記録をもとに
切り回し計画を行いました。具体的には、想定沈下
量を考慮したＣＩＭモデルにより周辺埋設物や計画
路線との位置関係を精査し、移設困難な雨水幹線交
差部に最低限の躯体切欠き行うことで、延長が最短
となるルートを採用しました。
　切回し工事の工期を大幅に短縮する設計計画を行
い、当該事業の円滑化に貢献することができました。
今後も顧客のニーズに応えるべく、技術・サービス
の向上に励みます。

管理技術者
　白井　英一氏

　茨城港常陸那珂港区は北関東地域の海の玄関口と
して、北関東自動車道の開通と相まって地域の経済
・社会活動を支える重要な国際物流港湾です。増大
するコンテナ貨物や産業機械、完成自動車などの外
貿貨物の円滑な物流活動を担保するため、北ふ頭地
区から中央ふ頭地区にかけて複数の港湾整備事業が
進んでいます。
　本業務は実施中の整備事業の投資効果を計測する
ことによる事業の妥当性の検証と、貨物増による物
流ターミナルの混雑を解消するための対応策を検討
しました。複数の港湾整備事業の目的、利用実態を
踏まえ、将来における荷主や船会社などからの取扱
貨物量の見通しおよび港湾利用形態に対するニーズ
の変化を確度の高い情報として把握することが重要
でした。
　このため、主要な背後立地企業や船会社に対して
港湾整備の意義の説明や将来の見通しに対する聞き
取りを複数回行い、新たな港湾利用のニーズと中央
ふ頭地区での段階的な整備の効果を的確に捉えまし
た。さらに、ＡＩＳデータの活用や設備投資、港湾
利用による地域への経済波及効果の計測を行いまし
た。
　担当技術者間での技術的な意見・アイデアのすり
合わせを行い、若手技術者の育成に努めるとともに、
発注者との密な協議・報告を行い、検討段階におけ
る情報や成果の共有化を図り、手戻り防止、検討成
果の高質化を図りました。
　今後も港湾ニーズの多様化や変化、多くの技術的
な課題が生じると思われますが、一層の技術力自己
研さんと次代を担う若手技術者の育成に努め、質の
高い社会資本整備の一端を担えるよう貢献したいと
考えています。



　関東のくにづくり　現場最前線　
荒川調節池工事事務所
Ｒ４荒川第二調節池排水門及び囲繞堤新設工事　飛島建設

霞ケ浦導水工事事務所
Ｒ３霞ケ浦導水石岡トンネル（第１工区）新設工事　安藤ハザマ

長野国道事務所
Ｒ２国道号下諏訪岡谷ＢＰ山田トンネル工事　大成建設

横浜国道事務所
Ｒ２横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線第２－２橋他上部工事　ＪＦＥ・三井住友建設鉄構ＪＶ

京浜港湾事務所
令和４年度横浜港新本牧地区護岸（防波）Ａ築造工事　東洋・あおみＪＶ

京浜港湾事務所
令和３年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）南側築造工事　東亜・あおみ・本間ＪＶ
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基礎捨石投入状況（年４月５日撮影）
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ＣＩＭによるシミュレーション

坑内

立
坑

荒川第二調節池排水門工事の４Ｄモデル

現場全景（排水門工事箇所から荒川上流を望む）

現場代理人
　南部　拓歩氏

監理技術者
　山本　雄一氏

　横浜港では、横浜港国際海上コンテナターミナル
再編整備事業の一環で、大型コンテナ船の入港や貨
物量の増加に対応する大規模な物流拠点の建設が行
われています。本工事はその建設工事のうち、横浜
市中区本牧ふ頭地先でケーソン式の埋立護岸を建設
します。
　施工場所は新本牧地区に設定された航泊禁止区域
内で、近隣では複数の工事が稼働し、狭い海域で作
業船が輻輳（ふくそう）するため、工事間の連絡調
整が重要です。本工事は作業船を使用した作業が主
体となるため、作業船の事故防止に重点をおいた安
全管理を行っています。
　作業船の運航管理は、新本牧航行安全管理事務所
と緊密な連携を取り、近隣工事の作業船と輻輳しな
いよう入出域時間を調整しています。近隣工事との
作業調整は、運航管理者会議や作業間調整会議を通
じ、作業船の配置や係留アンカーの展張位置など、
作業に支障がなく安全にできるよう細部まで確認し
合い調整しています。調整した内容は、グラブ浚渫
船や起重機船の主作業船に大型タッチディスプレイ
を設置し、近隣工事の施工情報や入出域時間情報を
リアルタイムに作業員に共有して作業船の運航トラ
ブル防止に努めています。作業中止や作業船退避に
ついては、複数の気象・海象予報を入手して迅速な
判断・対応を行い、天候悪化による作業船の被災リ
スクを回避しています。
　現場は、６月中旬にケーソン据え付けを控えてお
り、狭い工事区域内で作業船が活発に動くことが予
想されます。施工時の安全確保を第一に、ＪＶ所員
一同、無事故・無災害で年月の完成を目指し
ます。
■工事場所：横浜市中区本牧ふ頭地先
■工　　期：年月日～年月日

　横浜港では、基幹航路に就航する大型船の入港や、
貨物量の増加に対応するため、大水深・高規格コン
テナターミナルと高度な流通加工機能を有するロジ
スティック施設を一体的に配置した最新鋭の物流拠
点の整備が進められています。本工事では、整備事
業の一環として、新本牧ふ頭の護岸（防波）Ａで基
礎工、本体工、裏込工などを施工するものです。本
体工にて据え付けるＲＣケーソン（８函）は、千葉
県袖ケ浦市で製作し、完了後、大型起重機船（
ｔつり）でつり上げ、横浜港まで曳航し据え付けま
す。
　ＩＣＴを活用した取り組みでは、基礎捨石本均し
において、潜水士による海中での作業を可視化する
ことにより、潜水作業中の潜水士の作業効率および
安全性の向上にかかる検証を目的とした試行工事を
実施します。潜水士へのダイバーカメラ装備、ＲＯ
Ｖ（水中ドローン）を使用することにより、水上か
ら把握しにくい潜水士の作業を可視化（潜水作業の
見える化）します。
　ＢＩＭ／ＣＩＭを活用した取り組みでは３Ｄモデ
ルを活用し、施工計画、数量計算、配筋検討などを
実施、課題解決および業務効率化を目指します。
　施工箇所が横浜港と千葉県と点在しているので、
現場運営する上で連絡調整不足による不具合が生じ
ないよう留意しています。さらに施工箇所が既設護
岸、本牧海つり施設に隣接していることから、関係
各所への事前説明、作業内容の連絡調整など、密に
行いながら工事を進めています。
■工事場所：横浜市中区本牧ふ頭地先・千葉県袖ケ

浦市南袖
■工　　期：年月日～年３月日

現場代理人
　高橋　聡尚氏

監理技術者
　吉良　浩二氏

　国道号下諏訪岡谷バイパス事業は、諏訪地域の
主要幹線道路である国道号の慢性的な交通渋滞の
緩和、交通安全確保、地域の活性化などを目的に
年に事業化されました。２工区、３工区は既に供
用を開始しており、現在は１工区の（仮称）山田ト
ンネル（ｍ）の施工を進めています。
　本トンネルは、日本有数の大断層である『糸魚川
－静岡構造線』に近接しており、複数の断層に伴う
破砕帯の中を掘削します。また、中間部で沢部直下
を通過する最小土被り．ｍの『小土被り区間』で
は、複雑な地層が予想されたため、坑内計測に加え
地表面沈下計測など多数の計測機器でリアルタイム
に地山挙動を確認する情報化施工により掘削を進め
ました。
　地山状況の把握においては、弊社開発のＶＲ（仮
想現実）活用切羽観察システム『Ｔ－ＫＩＲＩＨＡ
　ＶＲ』を活用しました。これは、切羽から十分離
れた位置から３Ｄレーザスキャナで計測した岩盤の
形状や色などのデータを基に、ＶＲによって実際の
切羽の様子を忠実に再現するもので、従来は目視で
観察していた掘削中の地山状況を、安全かつ高精度
に把握できます。本工事において、掘削ごとの切羽
スキャンデータを連結させて仮想空間内に素掘りの
トンネルを再現したところ、連続的に地質観察をし
たり、静止写真では把握しにくい岩盤の割れ目や凹
凸状況を安全かつ高精度に把握したりすることが可
能となりました。
　今後も、最新のＤＸ・ＩＣＴ技術を積極的に取り
入れ、『さらなる安全・安心な施工』を第一に、地
元の方々のご理解を得ながら工事を進めます。
■工事場所：長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先～岡

谷市長地鎮地先
■工　　期：年２月日～年月日

　本工事は、横浜市栄区田谷地先に位置し、高速横
浜環状南線と横浜環状道路を結ぶ栄ＩＣ・ＪＣＴ
（仮称）の一部（鋼重約ｔ）を担当しています。
　工区内は全て鋼製橋梁で計画されており、各種橋
梁が５層にも折り重なる複雑な配置となっていま
す。その中でも一番高い箇所のランプ橋と本線橋を
担当してます。施工においては、施工済の他ランプ
橋との交差および狭隘（きょうあい）なヤードにお
ける架設方法や、第三者への配慮など確認すべき事
項は多岐に渡っていました。
　そこで当ＪＶでは、ＩＣＴ技術を活用した３Ｄシ
ミュレーションにより、架設計画の妥当性の検証を
事前に実施しました。実際に現地で撮影したドロー
ン画像による点群情報と架設計画に基づいたＣＩＭ
モデルを高精度に統合しシミュレートすることで、
あらゆる角度からの確認が可能となります。架設時
のクレーンとベントや他ランプ橋などの干渉の有
無、桁架設旋回時での高圧線との離隔の確保、一般
道路付近架設作業時の俯角の確認などを視覚的に確
認することが出来ました。一例として橋脚と交差す
る箇所の本線の架設において、つり芯は交わしてい
る架設計画でしたが、玉掛ワイヤーが橋脚と干渉し
ていた事象を事前に発見でき手戻りなく対処するこ
とができました。また、橋梁付属物との取り合い確
認、地元の方への説明資料や見学時の説明資料など
としても有効に利用しております。
　現在は約９割の架設が完了し、今後は付属物工の
施工に移行していきます。従来の安全対策に加えこ
れらの技術の活用を図り今後も安全に作業を進めま
す。
■工事場所：横浜市栄区田谷町地先
■工　　期：年４月１日～年３月日

監理技術者・現場代理人
　小川　勲氏

現場代理人
　本山　康貴氏

　本工事は、那珂川と霞ケ浦、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水
路の石岡トンネル区間（全長．㎞）のうち、茨城立坑（東茨城郡茨城
町常井地先）から水戸立坑（水戸市河和田町地先）間の第１工区を泥水
式シールド工法により掘削・築造するものです。トンネルの延長は約．
㎞、土被りは～ｍ、仕上がり内径は．ｍです。
　年１月日に茨城立坑において、掘進開始にあたり霞ケ浦導水事
業にご協力いただいている関係者の皆さまに謝意を表すとともに、工事
の安全施工を誓う石岡トンネル（第１工区）シールドマシン発進式を行
い、同トンネルでは年ぶりのシールド工事を本格的に進めているとこ
ろです。
　本工事の特徴は、掘進量確保（本掘進期間．カ月）であり、そのう
えでの施工上の重点的な取り組みとしては、生産性の向上（省力化施工）
と労働環境の確保です。
１．生産性の向上（省力化施工）
　中央制御室にデータ（計測データ、画像など）を集約し、そのデータ
を基にシールド機を始めとする主要仮設備を中央制御室で操作する一元
管理を行っています。また、測量結果をＣＩＭモデルに反映させ可視化
し、土質や近接構造物を把握しやすいようにしています。
　さらに、小中口径シールド用に開発した自走式セグメント供給装置の
配置、流体輸送設備の増強（泥岩用破砕設備の追加、ホースリールの増
設）、坑内で資材を運搬するバッテリーロコの自動運転、自動測量、立
坑のセグメント揚重用に専用垂直揚重装置の設置などから省力化施工な
どによる生産性の向上を図っています。
２．労働環境の確保
　施工においては、元請職員、協力会社職員・作業員が交替で４週８休
を確保できる体制をとりながら進めています。特に地下ｍ超の現場作
業員に対しては地上から予め冷却した空気をシールド機内に送り切羽部
での作業における快適な労働環境の確保に努めています。
　霞ケ浦導水事業の効果を早期に発揮させるため短期間での掘進工程と
なりますが、安心・安全を最優先に無事故・無災害で早期完成を目指して
発注者の霞ケ浦導水工事事務所と施工者が一丸となり施工しています。
　なお、本工事の本格的な開始に併せ、当工区の掘進で実際に使用する
シールドマシンの写真が掲載された「導水カード（ver．．）」の配布
が、年２月日から霞ケ浦導水工事事務所で始まっています。
■工事場所：茨城県東茨城郡茨城町常井地先～水戸市河和田町地先
■工　　期：年７月日～年３月日

　本工事は、荒川第二・第三調節池を整備すること
で河道流量を低減し、下流域の治水安全度の向上を
図る事業のうち、最下流部．㎞の囲ぎょう堤盛土
と、排水門構造物１基を新設する工事です。
　本工事の特徴の一つは、積極的にＩＣＴ・ＢＩＭ
／ＣＩＭモデルを活用して建設ＤＸを推進している
ことです。発注段階で受領したＢＩＭ／ＣＩＭモデ
ルを活用し、細かなステップモデルを作成し、４Ｄ
モデルの施工計画を作成しています。また専属オペ
レーターを配置し、現場の実績データを基にモデル
を更新し、常に現場に合致した４Ｄモデルを日常の
打ち合わせや、他工事との調整に使用して、監督・
協議・検査の効率化を目指します。「サイバー建設
現場」を導入することにより、「現場にいなくても
現場管理を可能に」を具体化するなど、さまざまな
事にチャレンジしていく予定です。
　具体的な取り組みとして、ウェブカメラ映像、Ｕ
ＡＶ測量（エブリデイドローン）による盛土管理デー
タ、盛土の沈下坂・変位杭の自動計測データ、排水
門構築時のレーザースキャンなどを使用した出来形
管理を「サイバー建設現場」で効率的に一元管理を
行っていきます。
　これらのように本工事では、デジタルツインを活
用した「サイバー建設現場」で、現在業界全体が直
面している技術者不足という課題を解消すべく、
「ワクワクしながら」をキーワードにさまざまな事
に取り組んでいきます。
■工事場所：さいたま市桜区下大久保地先
■工　　期：年月１日～年３月日


