
　関東のくにづくり

国土交通省　関東地方整備局長　藤巻　浩之氏
　 ふ じ ま き 　 　 ひ ろ ゆ き 　

（６）（第３種郵便物認可） ２０２４年　（令和６年）　６月１９日　（水曜日）

　
わ
が
国
人
口
の
３
分
の
１
が
暮
ら
す
関
東
地
方

政
治
・
経
済
の
中
心
で
あ
り

国
内
総

生
産
︵
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︶
の

％
が
集
中
す
る

人
口
減
少
社
会
に
入
り

気
候
変
動
や
エ
ネ
ル
ギ


・
食
糧
確
保
の
リ
ス
ク

急
速
に
進
む
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

イ
ン
フ
ラ
施
設
の
老
朽
化

な
ど

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
を
巡
る
事
業
環
境
は
多
く
の
課
題
が
山
積
す
る

藤

巻
浩
之
関
東
地
方
整
備
局
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ


な
ど
２
０
２
４
年
度
の
主
要
事
業
概
要
を

﹁
２
０
２
４
　
関
東
の
く
に
づ
く
り
﹂
特
集
と
し
て
ま
と
め
た


　
︵
イ
ン
タ
ビ


写
真
以
外
は
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
・
各
事
務
所

各
社
提
供
︶

自
治
体
と
協
力
し
て

書
類
統
一
も

発注者指定の月単位週休２日を全工事で実施

国土強靱化やＤＸに注力

Interview

　


近
年
の
災
害
の
傾
向
を
ど
う
見
る

か


　
﹁
﹃
想
定
外
﹄
﹃
ま
さ
か
﹄
と
い
う
言

葉
は
存
在
し
な
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
よ

う
な
今
年
元
日
の
能
登
半
島
地
震
だ


た

被
災
さ
れ
た
方
に
お
見
舞
い
申
し
上

げ
る
と
と
も
に
復
旧
・
復
興
に
向
け
て


熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
方
々
に
敬
意

を
表
し
た
い

テ

ク
フ


ス
︵
緊
急

災
害
対
策
派
遣
隊
︶
は
２
０
０
８
年
度
に

創
設
さ
れ
て
以
来

関
東
地
方
整
備
局
で

は
２
０
０
０
人
近
く
が
任
命
さ
れ
て
い

る
﹂

　


能
登
半
島
地
震
に
は
ど
う
対
応
し

た
か


　
﹁
今
回
の
能
登
半
島
地
震
で
も
延
べ
人

数
で
２
７
６
０
人
の
テ

ク
フ


ス
を

派
遣
し

被
災
地
の
災
害
対
応
に
あ
た


た

被
災
し
た
道
路
や
砂
防
施
設

建
築

物
の
応
急
危
険
度
判
定
は
従
来
の
災
害
時

も
対
応
し
て
き
た
が

今
回
の
能
登
半
島

地
震
で
は

従
来
以
上
に
被
災
者
支
援
に

力
を
入
れ
た
の
が
特
徴
だ

水
道
事
業
の

国
交
省
へ
の
移
管
を
４
月
に
控
え
て
い
た

時
期
だ

た
の
で

給
水
機
能
付
き
の
散

水
車
に
よ
る
給
水
支
援
を
行

た

関
東

地
整
は
石
川
県
珠
洲
市
で
日
本
水
道
協
会

が
実
施
す
る
応
急
復
旧
の
支
援
を
行


た

電
源
支
援
も
行
い

停
電
し
た
避
難

所
に
照
明
車
か
ら
電
源
供
給
を
今
回
初
め

て
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ

水
道
や
電
気

と
い

た
生
活
に
最
も
大
事
な
イ
ン
フ
ラ

の
応
急
復
旧
支
援
が
で
き
た
と
理
解
し
て

い
る
﹂

　
﹁
能
登
半
島
の
よ
う
な
場
所
は
全
国
各

地
に
あ
る

関
東
地
整
管
内
で
い
え
ば
千

葉
県
の
房
総
半
島
だ

外
房
地
域
に
は
直

轄
国
道
も
直
轄
港
湾
も
な
い
の
が
現
状


発
生
の
切
迫
性
が
あ
る
首
都
直
下
地
震
の

際
に

半
島
の
先
端
ま
で
ど
う
支
援
物
資

を
送
る
か

道
路
を
ど
う
啓
開
す
る
か


救
援
隊
ら
が
集
結
で
き
る
拠
点
を
ど
う
確

保
す
る
か

千
葉
県
な
ど
関
係
機
関
と
と

と
も
に

事
前
に
調
べ
て
訓
練
し
て
お
く

必
要
が
あ
り

そ
れ
ら
に
向
け
た
取
り
組

み
を
進
め
つ
つ
あ
る
﹂

　


防
災
・
減
災

国
土
強
靱
化
対
策

が
進
ん
で
い
る


　
﹁
国
土
強
靱
化
は
し

か
り
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い

る


年
度
か
ら
の
防
災
・
減
災

国
土

強
靱
化
の
た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
と


そ
の
後
の
５
か
年
加
速
化
対
策
に
よ
り


地
震
が
起
き
て
も
法
面
が
崩
れ
ず

豪
雨

が
あ

て
も
河
川
堤
防
内
に
と
ど
ま

て

浸
水
被
害
が
起
こ
ら
な
い
な
ど

対
策
を

施
し
た
箇
所
で
は
明
ら
か
に
効
果
が
出
て

い
る

一
方
で

全
国
的
に
見
れ
ば

対

策
工
事
に
着
手
で
き
て
い
な
い
場
所
は
依

然
と
し
て
多
く

そ
う
し
た
場
所
で
は
災

害
が
起
き
て
い
る
の
が
現
実
だ

現
在
４

年
目
と
な

て
い
る
５
か
年
加
速
化
対
策

の
予
算
も
使

て
対
応
す
る
と
と
も
に


５
か
年
対
策
以
降
も
予
算
を
確
保
し
て
建

設
産
業
界
と
力
を
合
わ
せ
て

防
災
・
減

災

国
土
強
靱
化
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

建
設
業
界
か
ら
の
広
報
活
動
や
現

場
見
学
な
ど
に
よ

て

国
民
の
み
な
さ

ん
の
国
土
強
靱
化
事
業
の
必
要
性
の
理
解

に
つ
な
が
る
も
の
と
感
じ
て
い
る
﹂

　


流
域
治
水
に
は
ど
う
取
り
組
ん
で

い
る
か


　
﹁

年
東
日
本
台
風
で
管
内
で
は
久
慈

川

那
珂
川

多
摩
川

入
間
川
の
４
水

系
で
堤
防
決
壊
な
ど
に
よ
り

広
範
囲
に

洪
水
被
害
が
生
じ
た

全
国
で
は
１
４
２

カ
所
の
堤
防
が
切
れ
る
大
惨
事
と
な


た

そ
こ
で
流
域
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
が

参
加
し
て
施
策
を
総
動
員
す
る
流
域
治
水

が

年
の
法
改
正
で
認
め
ら
れ

現
在
進

ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ

関
東
で
は
埼
玉
県

東
部
の
中
川

綾
瀬
川
流
域
で
は

年
６

月
の
台
風
２
号
で
広
範
囲
に
浸
水
し
た


こ
れ
を
受
け
中
川

綾
瀬
川
を
特
定
都
市

河
川
に
指
定
し
て

国
や
都
県

地
元
市

町
が
協
力
し
て

流
域
治
水
プ
ロ
ジ

ク

ト
を
展
開
し
て
い
る
段
階
だ
﹂

　


Ｄ
Ｘ
を
管
内
事
業
の
ど
の
よ
う
な

分
野
に
取
り
入
れ
て
い
る
か


　
﹁
国
土
交
通
省
で
は
本
年
を
﹃
Ｄ
Ｘ
展

開
の
年
﹄
と
し
て

全
省
挙
げ
て
Ｄ
Ｘ
を

推
進
し
て
い
る

直
轄
事
業
は
当
た
り
前

と
し
て
や
り
な
が
ら

自
治
体
や
公
的
発

注
機
関
に
も
Ｄ
Ｘ
の
良
さ

価
値
を
も


と
広
め
た
い
と
思

て
い
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
施

工
は
小
規
模
工
事
の
場
合

初
期
投
資
が

か
か
り
採
算
の
合
わ
な
い
ケ

ス
が
多

い

そ
れ
を
払
し

く
す
る
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し

最
近
改
定
し
た
と

こ
ろ
だ
あ
わ
せ
て
動
画
も
作
成
し
て


導
入
へ
の
弾
み
を
つ
け
よ
う
と
取
り
組
ん

で
い
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
詳
し
い
経
験
者
を
Ｉ

Ｃ
Ｔ
ア
ド
バ
イ
ザ

に
任
命
し

Ｉ
Ｃ
Ｔ

導
入
に
迷

て
い
る
企
業
の
背
中
を
押
し

い
て
い
た
だ
い
て
い
る
﹂

　﹁
関
東
イ
ン
フ
ラ
Ｄ
Ｘ
大
賞
を
創
設
し


本
年
度
か
ら
Ｄ
Ｘ
へ
の
取
り
組
み
が
優
れ

た
事
業
者
︵
工
事
・
業
務
︶
の
表
彰
を
始

め
る
こ
と
と
し
た

受
賞
企
業
に
は
総
合

評
価
方
式
に
お
い
て
加
点
評
価
す
る
イ
ン

セ
ン
テ

ブ
を
与
え

Ｄ
Ｘ
の
普
及
・
浸

透
に
役
立
て
る
狙
い
だ
﹂

　


具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
例
が

あ
る
か


　
﹁
利
根
川
の
上
流
に
あ
る
ダ
ム
群
を
対

象
に
現
在

ダ
ム
に
流
入
す
る
水
量
を
Ａ

Ｉ
で
予
測
し

適
切
な
事
前
放
流
な
ど
に

役
立
て
て
い
る
取
り
組
み
を

荒
川
な
ど

他
の
河
川
で
も
実
施
し
よ
う
と
考
え
て
い

る

河
川
や
道
路
な
ど
の
管
理
台
帳
は
現

在

紙
書
類
で
保
存
し
て
い
る
た
め

Ｇ

Ｉ
Ｓ
を
活
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
管
理
に
移
行

で
き
な
い
か

荒
川
下
流
河
川
と
東
京
国

道
の
２
事
務
所
で
試
行
し
て
い
る

手
応

え
が
十
分
に
あ
る
の
で

い
ず
れ
全
事
務

所
に
広
げ
た
い
﹂

　
﹁
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
で
は
新
山
梨

環
状
道
路
の
調
査
設
計

用
地
買
収
等
を

本
年
度
予
定
し
て
い
る

調
査
段
階
か
ら

Ｄ
Ｘ
を
入
れ
て

工
事
や
管
理
の
段
階
で

も
デ

タ
を
一
気
通
貫
で
き
る
よ
う
に
す

る

こ
れ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
事
業
だ
か

ら
導
入
し
や
す
い
と
は
い
え

い
ず
れ
水

平
展
開
し
た
い

国
営
ア
ル
プ
ス
あ
づ
み

の
公
園
で
は

公
園
利
用
者
の
安
全
確
保

の
観
点
か
ら

Ａ
Ｉ
や
ド
ロ

ン
を
使


た
ク
マ
の
発
見
・
追
い
払
い
の
取
り
組
み

を
試
行
的
に
進
め
て
い
る

国
営
昭
和
記

念
公
園
で
は
人
流
の
解
析
を
通
じ
て

効

率
的
な
公
園
の
維
持
管
理
に
つ
な
げ
た
い

と
考
え
て
い
る

官
庁
施
設
の
建
設
の
際

に
は

Ｂ
Ｉ
Ｍ
／
Ｃ
Ｉ
Ｍ
を
使

て
完
成

予
想
イ
メ

ジ
を
画
像
で
示
し

周
辺
環

境
に
溶
け
込
ん
だ
計
画
に
な

て
い
る
こ

と
を
地
域
住
民
に
伝
え
る
な
ど

合
意
形

成
に
活
用
し
て
い
る
防
災
Ｄ
Ｘ
と
し
て


災
害
発
生
の
初
動
期
に
お
い
て

防
災
体

制
の
発
令
な
ど
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
よ

う
な
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
始
め
て
い
る


今
後
は
火
山
や
津
波
な
ど
も
適
用
し
た

い

Ｄ
Ｘ
な
ど
に
よ
り
業
務
の
効
率
化
を

進
め

職
員
に
は
本
来
や
る
べ
き
業
務
に

集
中
さ
せ
た
い
﹂

　


﹁
ｉ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ

ｏ
ｎ
２
・
０
﹂
が
始
ま

た


　﹁
人
口
そ
の
も
の
が
減

て
い
る
の
で


建
設
従
事
者
も
減
る
の
は
必
然

そ
れ
で

も
イ
ン
フ
ラ
の
建
設

維
持

更
新
は
必

要
な
業
務
で
あ
り

生
産
性
の
向
上
は
避

け
ら
れ
な
い

ｉ

Ｃ
ｏ
ｎ
２
・
０
で
う

た
わ
れ
て
い
る
建
設
現
場
の
オ

ト
メ


シ

ン
化
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
取

り
組
み
だ
と
認
識
し
て
い
る

１
人
１
台

扱

て
い
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
建
設
機
械
を

１
人

で
複
数
台
扱
う
よ
う
に
な
る
だ
け
で
も
メ

リ

ト
が
あ
る

そ
こ
に
Ａ
Ｉ
を
入
れ
る

こ
と
で

建
設
機
械
ど
う
し
の
安
全
管
理

も
可
能
に
な
る

オ
ペ
レ

タ

１
人
が

複
数
台
の
建
機
を
よ
り
広
範
な
場
所
で
扱

え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

そ
れ
が
自
動

施
工
に
も
つ
な
が
る

関
東
地
整
管
内
の

現
場
で
い
え
ば

荒
川
第
二
・
第
三
調
節

池
整
備
工
事
な
ど
で
少
し
ず
つ
試
行
し
て

い
る
段
階
だ

建
設
産
業
だ
け
で
な
く


情
報
通
信
や
人
工
知
能
な
ど
の
異
分
野
企

業
と
の
連
携
・
協
力
し
な
が
ら
進
め
る
必

要
が
あ
る

他
の
地
方
整
備
局
で
も
取
り

組
み
が
進
ん
で
い
る
の
で

良
い
も
の
は

吸
収
し
た
い
﹂

　



年
問
題
に
は
ど
う
対
応
す
る

か


　
﹁
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
だ

生
産
性

を
向
上
さ
せ
な
が
ら

働
き
方
改
革
を
進

め
る

ま
ず

月
単
位
で
の
週
休
２
日
を

本
年
度
か
ら
整
備
局
の
全
て
の
工
事
に
お

い
て
発
注
者
指
定
で
導
入
す
る

工
事
書

類
の
電
子
化

統
一
化

簡
素
化
に
も
取

り
組
む

こ
の
２
年
ほ
ど
か
け
て
埼
玉
県

と
調
整
を
進
め
た
と
こ
ろ

工
事
関
係
書

類

種
の
う
ち

種
に
つ
い
て

書
式
の

統
一
化
が
実
現
し
た

管
内
に
あ
る
他
の

１
都
７
県
５
政
令
市
に
も
展
開
し
よ
う
と

考
え
て
い
る


年
問
題
は
建
設
業
だ
け

で
な
く
物
流
分
野
で
も
大
き
な
課
題

工

事
の
資
機
材
の
運
搬
や
リ

ス
な
ど
に
も

影
響
が
大
き
い

現
場
で
実
際
に
ど
ん
な

課
題
が
あ
る
か
意
見
や
情
報
を
寄
せ
て
も

ら
う
窓
口
を
設
け

適
切
に
対
処
し
た

い
﹂




　関東のくにづくり

新
規
に

号
新
山
梨
環
状
道
路︵
桜
井


塚

原

︶な
ど

建政部 営繕部 港湾空港部

道路部 河川部

（７） （第３種郵便物認可）２０２４年　（令和６年）　６月１９日　（水曜日）

流
域
治
水
プ
ロ
ジ

ク
ト
２
・
０
を
推
進

２
０
２
４
年
問
題
に
対
応

Ｂ
Ｉ
Ｍ
活
用
を
全
工
事
で

ま
ち
づ
く
り
・
す
ま
い
づ
く
り
を
支
援

　
２
０
２
４
年
４
月
か
ら
は
海
上
コ
ン
テ
ナ

を
輸
送
す
る
ト
ラ

ク
ド
ラ
イ
バ

に
対
し

て
も

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
が
適
用
さ

れ
る
な
ど

働
き
方
改
革
が
よ
り
一
層
推
進

さ
れ
る

他
方
で

一
人
当
た
り
の
労
働
時

間
が
短
く
な
る
こ
と
か
ら

物
流
の
停
滞
が

懸
念
さ
れ
る
﹁
物
流
２
０
２
４
年
問
題
﹂
に

直
面
し
て
い
る


　
こ
う
し
た
物
流

年
問
題
に
対
応
す
る
た

め

港
湾
空
港
部
で
は

特
に
港
湾
物
流
の

観
点
か
ら

ハ

ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面
か
ら

物
流
の
効
率
化
に
取
り
組
ん
で
い
る


　
ハ

ド
面
で
は

増
大
す
る
コ
ン
テ
ナ
貨

物
に
対
応
す
る
た
め

国
際
戦
略
港
湾
で
あ

る
横
浜
港
や
東
京
港
に
お
い
て
は

コ
ン
テ

ナ
ふ
頭
の
再
編
や
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も

に

千
葉
港
に
お
い
て
は

複
合
一
貫
輸
送

タ

ミ
ナ
ル
整
備
事
業
を
進
め
て
お
り

内

航
Ｒ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
船
の
大
型
化
に
対
応
し
た
タ


ミ
ナ
ル
整
備
を
通
じ
て

モ

ダ
ル
シ
フ
ト

の
受
け
皿
と
な
る
内
航
船
タ

ミ
ナ
ル
の
機

能
強
化
に
取
り
組
む


　
ソ
フ
ト
面
で
は

世
界
最
高
水
準
の
生
産

性
を
有
す
る
﹁
ヒ
ト
を
支
援
す
る
Ａ
Ｉ
タ


ミ
ナ
ル
﹂
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る

特
に

コ
ン
テ
ナ
タ

ミ
ナ
ル

の
ゲ

ト
前
混
雑
の
解
消
や
ト
レ

ラ

の

タ

ミ
ナ
ル
滞
在
時
間
の
短
縮
を
図
り

コ

ン
テ
ナ
物
流
を
効
率
化
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｐ
Ａ
Ｓ
に
つ

い
て
は


年
４
月
か
ら
横
浜
港
南
本
牧
ふ

頭
で
本
格
運
用
を
開
始
す
る
と
と
も
に

横

浜
港
本
牧
Ｂ
Ｃ

本
牧
Ｄ
１

東
京
港
大
井

１
・
２
号

３
・
４
号
お
よ
び
６
・
７
号
で

試
験
運
用
を
実
施
し

横
展
開
を
進
め
て
い

る

引
き
続
き

Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｐ
Ａ
Ｓ
の
効
果
を

最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
更
な
る
利
用
拡
大

を
図
る


　

年
問
題
に
直
面
す
る
建
設
産
業
に
お
い

て
も

港
湾
建
設
資
材
な
ど
の
運
搬
な
ど
密

接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
か
ら

業
界
の

垣
根
を
超
え
諸
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む


　

年
問
題
は
年
々
深
刻
化
し
て
い
く
課
題

で
あ
る
た
め

港
湾
物
流
を
取
り
巻
く
新
た

な
環
境
変
化
や
Ｄ
Ｘ
・
Ｇ
Ｘ
の
動
向
な
ど
を

踏
ま
え

引
き
続
き

中
長
期
的
な
視
点
も

含
め

持
続
可
能
な
港
湾
物
流
の
実
現
に
向

け
て
取
り
組
む


　
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
べ
く

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

や

発
注
者
指
定
に
よ
る
情
報
共
有
シ
ス
テ

ム
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
資
す
る
取
り

組
み
も
実
施
し
て
い
る


　
現
在
事
業
中
の

﹁
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
面
積
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
な
ど
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


２
０
２
５
年
度
の
施
設
完
成
を
目
指
す


　
Ｅ
Ｉ
Ｒ
を
適
用
し
た
Ｂ
Ｉ
Ｍ
の
活
用
は


﹁
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
面

積
約
５
２
０
０
平
方

︶
に
お
い
て
施
工
段

階
で
実
施

本
年
度

Ａ
棟
本
体
工
事
を
発

注
す
る

設
計
段
階
で
は
﹁
横
浜
法
務
総
合

庁
舎
﹂
︵
継
続
︶
お
よ
び
﹁
川
崎
港
湾
合
同

庁
舎
﹂
︵
新
規
︶
で
Ｅ
Ｉ
Ｒ
を
適
用
し
た
設

計
Ｂ
Ｉ
Ｍ
を
発
注
者
指
定
で
実
施
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
お

よ
び
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

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

建
設
︶
は

必
要
な
耐
震
性
能
が
確
保
さ
れ

て
い
な
い
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
は

﹁
涸
沼
水
鳥
・
湿

地
セ
ン
タ

﹂
な
ど
で
展
開
し
て
い
る

既

存
敷
地
内
︵
東
京
都
国
分
寺
市
︶
に
お
け
る

都
市
計
画
道
路
の
整
備
計
画
に
伴

て
移
転

す
る
﹁
動
物
医
薬
品
検
査
所
﹂
︵
茨
城
県
つ

く
ば
市

Ｒ
Ｃ
造
地
上
３
階
建
て
延
べ
面
積

約
５
６
０
０
平
方

ほ
か
︶
を

本
年
度
中

に
完
成
さ
せ
る


　
ま
ち
づ
く
り
関
係
は

生
活
サ

ビ
ス
機

能
や
居
住
の
誘
導
と
公
共
交
通
ネ

ト
ワ


ク
を
連
携
さ
せ
た
コ
ン
パ
ク
ト
・
プ
ラ
ス
・

ネ

ト
ワ

ク
を
進
め
る
た
め

立
地
適
正

化
計
画
の
策
定
や
地
域
公
共
交
通
と
の
連
携

強
化
を
推
進
す
る

地
方
公
共
団
体
に
よ
る

ス
マ

ト
シ
テ

を
は
じ
め
と
し
た
ま
ち
づ

く
り
Ｄ
Ｘ
を
推
進
す
る
た
め

国
交
省
が
整

備
す
る
３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
﹁
プ
ロ
ジ

ク
ト

・
プ
ラ
ト

﹂
に
取
り
組
む
地
方
公
共
団
体

を
支
援
し
て
い
く


　
防
災
・
減
災
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
と

し
て

２
０
２
３
年
５
月
に
施
行
さ
れ
た
宅

地
造
成
及
び
盛
土
規
制
法
を
踏
ま
え

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
や
規

制
区
域
の
早
期
指
定
を
支
援
す
る

ス
ト


ク
ヤ

ド
運
営
事
業
者
登
録
制
度
に
つ
い
て

も
周
知
す
る


　
国
営
昭
和
記
念
公
園
は

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
に
お
い
て
官
民
連
携
に
よ

る
再
整
備
を
検
討
し
て
い
る

明
治
記
念
大

磯
邸
園
は

地
元
自
治
体
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


旧
大
隈
別
邸
・
陸
奥
別
邸
跡
の
邸
宅
は

本

年
度
に
暫
定
的
な
公
開
を
予
定
し
て
い
る


横
浜
市
で
開
催
す
る
﹁
２
０
２
７
年
国
際
園

芸
博
覧
会
︵
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ
×
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
２
０

２
７
︶
﹂
で
は

２
０
２
７
年
国
際
園
芸
博

覧
会
協
会
が
屋
外
出
展
・
屋
内
出
展
の
公
募

を
３
月
に
開
始
し
た

地
方
公
共
団
体
へ
積

極
的
な
情
報
発
信
を
行
い

関
東
管
内
の
機

運
を
醸
成
す
る

全
国
都
市
緑
化
フ

ア
は


月
に

川
崎
市
で
開
催
す
る


　
す
ま
い
づ
く
り
関
係
で
は

６
月
に
公
布

し
た
﹁
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸

住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
﹂
の
周
知
を
図
り

新

制
度
で
あ
る
居
住
サ
ポ

ト
住
宅
に
取
り
組

む
地
方
公
共
団
体
を
支
援
す
る

こ
ど
も
や

子
育
て
世
帯
の
目
線
に
立

た
﹁
こ
ど
も
ま

ん
な
か
ま
ち
づ
く
り
﹂を
加
速
化
す
る
た
め


公
営
住
宅
に
子
育
て
世
帯
な
ど
が
優
先
入
居

で
き
る
仕
組
み
の
導
入

既
存
の
民
間
住
宅

ス
ト

ク
を
活
用
し
た
子
育
て
世
帯
向
け
の

住
宅
整
備
の
働
き
か
け

子
育
て
世
帯
な
ど

の
居
住
に
適
し
た
住
戸
の
整
備
な
ど
を
支
援

し

子
育
て
に
や
さ
し
い
住
ま
い
の
充
実
を

目
指
す


　
近
年

増
加
し
て
い
る
空
き
家
対
策
と
し

て

空
き
家
を
地
域
資
源
に
活
用
す
る
改
修

や
不
良
住
宅
な
ど
の
除
却
を
支
援
す
る
と
と

も
に


年

月
施
行
の
改
正
空
家
等
対
策

特
別
措
置
法
の
周
知
を
図
り

地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
空
き
家
対
策
の
取
り
組
み
を
促

す


　
建
設
業
界
が
中
長
期
的
な
担
い
手
を
確
保

し

地
域
の
安
全
・
安
心
や
経
済
を
支
え
る

地
域
の
守
り
手
と
し
て
持
続
的
に
活
躍
で
き

る
取
り
組
み
も
進
め
る

建
設
業
の
新
３
Ｋ

︵
給
与
・
休
暇
・
希
望
︶の
実
現
に
向
け
て


賃
金
原
資
が
確
保
さ
れ
た
適
正
な
請
負
契
約

締
結
の
周
知
啓
発

い
わ
ゆ
る
﹁
２
０
２
４

問
題
﹂
を
踏
ま
え
た
週
休
２
日
な
ど
休
日
が

考
慮
さ
れ
た
適
正
な
工
期
設
定
の
推
進

処

遇
改
善
を
図
る
た
め
の
建
設
キ

リ
ア
ア


プ
シ
ス
テ
ム
︵
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
︶
の
活
用
推
進
な

ど

必
要
な
施
策
を
行
う


　
不
動
産
業
関
連
施
策
は

行
政
手
続
申
請

者
の
利
便
性
向
上
お
よ
び
行
政
運
営
の
効
率

化
を
図
る
目
的
で

５
月
下
旬
か
ら
大
臣
免

許
に
関
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
申
請

手
続
き
を

都
道
府
県
経
由
事
務
の
廃
止
と

合
わ
せ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
た


　
新
規
事
業
箇
所
は

直
轄
が
▽
国
道


号
新
山
梨
環
状
道
路︵
桜
井

塚
原
︶

︵
甲
府
市
桜
井
町

塚
原
町
間
延
長
５

・
５

︶
▽
国
道
２
４
６
号
梶
ケ
谷
局

所
渋
滞
対
策︵
川
崎
市
︶
の
２
カ
所


補
助
事
業
が
▽
都
市
高
速
道
路
第
１
号

線
︵
新
京
橋
連
結
路
︶
︵
東
京
都
︶
▽

主
要
地
方
道
越
谷
野
田
線
増
林
・
松
伏

西
・
田
島
︵
埼
玉
県
︶
▽
一
般
県
道
柿

木
町
蒲
生
線
柿
木
町
︵
同
︶
▽
都
市
計

画
道
路
和
戸
町
竜
王
線
︵
検
察
庁
南
工

区
︶
︵
山
梨
県
︶

な
ど
と
な

た


　
主
要
事
業
の
う
ち

東
関
東
自
動
車

道
水
戸
線
︵
潮
来

鉾
田
︶
は
用
地
買

収

橋
梁
上
部
工
事
な
ど
を
行
う

開

通
は
２
０
２
５


年
度
を
予
定
し
て

い
る

国
道
６
号
牛
久
土
浦
バ
イ
パ
ス

は
茨
城
県
牛
久
市
遠
山
町
か
ら
土
浦
市

中
ま
で
の
延
長

・
３

の
バ
イ
パ
ス

事
業
で

改
良
工
事

橋
梁
上
部
工
事

な
ど
を
進
め
る

国
道
４
号
は
西
那
須

野
道
路
が
栃
木
県
那
須
塩
原
市
三
区
町

か
ら
同
市
西
富
山
ま
で
の
延
長
４
・
６


の
バ
イ
パ
ス
お
よ
び
現
道
拡
幅
事
業

に
取
り
組
ん
で
お
り

改
良
工
事

電

線
共
同
溝

歩
道
橋
工
事
な
ど
を
実
施

す
る

東
埼
玉
道
路
は
吉
川
市
川
藤


松
伏
町
田
島
間
︵
延
長
３
・
８

︶
が


年
春
ご
ろ
の
開
通
に
向
け
て
事
業
を

進
め
る


　
国
道

号
は
上
武
道
路
が
今
年
３
月

に
前
橋
市
今
井
町

富
田
町
︵
延
長
２

・
４

︶
で
４
車
線
開
通

残
る
区
間

の
４
車
線
化
に
向
け
橋
梁
上
部
工
事
や

舗
装
工
事
を
進
め
る

綾
戸
バ
イ
パ
ス

は
高
い
防
災
効
果
が
見
込
ま
れ
て
お

り

調
査
設
計
や
橋
梁
下
部
工
事
を
行

う

新
大
宮
上
尾
道
路
︵
延
長
約

・

１

︶は
与
野︵
さ
い
た
ま
市
中
央
区
︶


上
尾
南
︵
上
尾
市
︶
の
約
８
・
０


に
つ
い
て

首
都
高
速
道
路
会
社
と
共

同
で
事
業
を
進
め
て
お
り

橋
梁
下
部

工
事
な
ど
を
実
施
す
る

本
庄
道
路
は

Ｉ
期
区
間︵
埼
玉
県
延
長
７
・
０

︶

が
改
良
工
事
や
橋
梁
上
下
部
工
事
を


Ⅱ
期
区
間
︵
延
長
６
・
１

︶
が
調
査

設
計
を
行
う


　
首
都
圏
中
央
連
絡
道
路
は
全
長
約
３

０
０

の
う
ち

未
開
通
と
な

て
い

る
約
１
割
の
区
間
に
つ
い
て
調
査
設
計

や
橋
梁
上
部
工
事

ト
ン
ネ
ル
工
事
な

ど
を
実
施

大
栄
Ｊ
Ｃ
Ｔ

松
尾
横
芝

Ｉ
Ｃ
間
は

年
度
の
開
通
を
予
定
し


う
ち
大
栄
Ｊ
Ｃ
Ｔ

国
道
２
９
６
号
Ｉ

Ｃ
︵
仮
称
︶
間
は
１
年
程
度
前
倒
し
で

の
開
通
を
目
指
し
て
い
る


　
国
道
３
５
７
号
東
京
湾
岸
道
路
は


千
葉
県
区
間
で
橋
梁
上
下
部
工
事
や
改

良
工
事
を

江
戸
川
左
岸
高
架
橋
海
側

︵
千
葉
県
市
川
市
︶
で
床
版
の
架
け
替

え
工
事
を
行
う

東
京
都
区
間
は
辰
巳

・
東
雲
・
有
明
立
体
の
改
良
工
事
や
橋

梁
下
部
工
事
な
ど

多
摩
川
ト
ン
ネ
ル

の
改
良
工
事
な
ど

神
奈
川
県
区
間
は

八
景
島
︵
横
浜
市
金
沢
区
︶

横
須
賀

市
間
約
２
・
３

の
改
良
工
事
な
ど
を

進
め
る

東
京
外
か
く
環
状
道
路
︵
関

越

東
名
︶は
区
分
地
上
権
設
定
ト

ン
ネ
ル
工
事
な
ど
を
予
定
し
て
い
る


国
道

号
品
川
駅
西
口
基
盤
整
備
で
は

調
査
設
計
や
用
地
買
収
な
ど
を
行
う


国
道

号
八
王
子
南
バ
イ
パ
ス
は
八
王

子
市
大
船
町

館
町
間
２
・
５

に
つ

い
て

橋
梁
上
下
部
工
事
や
ト
ン
ネ
ル

工
事
を
進
め
る


　
国
道
２
４
６
号
厚
木
秦
野
道
路
︵
神

奈
川
県
︶
は
厚
木
区
間
と
伊
勢
原
区
間

で
橋
梁
下
部
工
事

ト
ン
ネ
ル
工
事
な

ど

伊
勢
原
西

秦
野
中
井
区
間
で
調

査
設
計
な
ど
を
行
う

国
道

号
新
笹

子
ト
ン
ネ
ル
改
修
︵
山
梨
県
︶
で
は


ト
ン
ネ
ル
︵
延
長
３
・
３

︶
の
新
設

工
事
や

既
存
の
観
音
ト
ン
ネ
ル
に
代

わ
る
橋
梁
︵
延
長
０
・
３

︶
の
新
設

工
事
を
行
う

国
道
１
５
８
号
松
本
波

田
道
路
は
︵
長
野
県
︶
中
部
縦
貫
自
動

車
道
の
一
部
と
な
り

延
長
は
５
・
３



改
良
工
事

橋
梁
下
部
工
事
な
ど

を
実
施
す
る


　
気
候
変
動
の
影
響
に
よ
り
河
川
整
備

の
当
面
の
目
標
と
し
て
い
る
治
水
安
全

度
が
目
減
り
す
る
こ
と
を
踏
ま
え

流

域
治
水
の
取
り
組
み
を
加
速
化
・
深
化

さ
せ
る

必
要
な
取
り
組
み
を
反
映
し

た﹃
流
域
治
水
プ
ロ
ジ

ク
ト
２
・
０
﹄

へ
の
更
新
を
実
施
す
る
と
と
も
に

そ

の
根
幹
と
な
る
河
川
な
ど
の
整
備
を
２

０
２
４
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

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


　
今
年
は
荒
川
放
水
路
が
通
水
１
０
０

周
年
を
迎
え
る

荒
川
放
水
路
は
１
９

１
０
年
の
大
洪
水
を
き

か
け
に
改
修

が
進
め
ら
れ

１
世
紀
た
つ
現
在
も
流

域
の
ま
ち
と
暮
ら
し
を
守
り
続
け
て
い

る


　
荒
川
放
水
路
に
あ
る
旧
岩
淵
水
門

︵
赤
水
門
︶
は

１
９
２
４
年
に
荒
川

の
増
水
時
に
隅
田
川
に
流
下
す
る
流
量

を
調
節
す
る
﹁
要
﹂
の
施
設
と
し
て
建

造
さ
れ
た

岩
淵
水
門
︵
青
水
門
︶
に

そ
の
使
命
を
引
き
継
ぐ
ま
で
約

年
に

わ
た
り
洪
水
を
防
ぎ

首
都
の
発
展
な

ど
に
寄
与
し
て
き
た

荒
川
放
水
路
の

通
水
時
に
建
造
さ
れ
た
水
門
・
閘
門
の

中
で
現
存
す
る
唯
一
の
施
設

大
正
期

に
お
け
る
河
川
構
造
物
の
技
術
的
達
成

度
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
施
設
で

あ
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
を
着

実
に
進
め
る
ほ
か

利
根
川
の
下
流
部

で
は

東
日
本
台
風
に
よ
り
溢
水
︵
い


す
い
︶
被
害
が
発
生
し
た
茨
城
県
神

栖
市
波
崎
地
区
で
の
堤
防
整
備
や
千
葉

県
銚
子
市
森
戸
町
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
上
部
工
の
移
設
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


　
利
根
川
水
系
烏
川
の
群
馬
県
高
崎
市

根
小
屋
町
地
区
に
お
け
る
樋
管
新
設

や

利
根
川
水
系
鬼
怒
川
の
茨
城
県
結

城
市
久
保
田
地
区
で
の
水
門
整
備

利

根
川
水
系
小
貝
川
の
茨
城
県
取
手
市
新

川
地
区
で
の
古
八
間
排
水
樋
管
の
改

築

霞
ケ
浦
の
茨
城
県
阿
見
町
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
集
水
域


氾
濫
域
と
し
て
抱
え
て
い
る
中
川
・
綾

瀬
川
で
は


年
６
月
の
大
雨
︵
台
風

２
号
︶
で
大
規
模
な
浸
水
被
害
が
発
生

し
た

﹁
中
川
・
綾
瀬
川
緊
急
流
域
治

水
プ
ロ
ジ

ク
ト
﹂
を
と
り
ま
と
め


内
水
被
害
の
大
幅
な
軽
減
を
目
指
し


国
・
県
・
関
係
市
町
が
連
携
し
流
域
治

水
に
取
り
組
む


　
荒
川
で
は

荒
川
第
二
・
三
調
節
池

の
囲
繞
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
て
橋
梁
基
礎
工
の

整
備
や
用
地
取
得

鶴
見
川
の
横
浜
市

鶴
見
区
鶴
見
中
央
地
区
で
の
河
道
掘

削

相
模
川
の
神
奈
川
県
茅
ケ
崎
市
中

島
地
区
で
の
高
潮
堤
防
整
備

富
士
川

の
山
梨
県
身
延
町
手
打
沢
地
区
で
の
樋

管
改
築
や
静
岡
県
富
士
市
木
島
地
区
で

の
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
は
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




　関東のくにづくり
利根川下流河川事務所 利根川上流河川事務所

飯野　光則所長
治水対策を着実に推進

小渕　康正所長
強靱な地域と愛される川を次世代に

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
大野　宏之所長

ＩＣＴ活用や現場の生産性向上など

霞ケ浦河川事務所
山本　陽子所長

新たな自然再生計画の策定へ

下館河川事務所
青木　孝夫所長

外国人向けマイ・タイムラインの普及へ

渡良瀬川河川事務所
荒井　満所長

地域とともに歩む渡良瀬川を目指して

江戸川河川事務所
小池　聖彦所長

江戸川水閘門改築事業を本格着手

荒川下流河川事務所
菊田　友弥所長

荒川放水路の役割を次世代に継承

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を展開

荒川上流河川事務所
村田　啓之所長

荒川水系での流域治水を加速化・深化

利根川水系砂防事務所
大坂　剛所長

無人化施工やロボット技術の活用など

京浜河川事務所
嶋崎　明寛所長

治水と環境が調和した川づくり

（８）（第３種郵便物認可） ２０２４年　（令和６年）　６月１９日　（水曜日）

　京浜河川事務所は、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。
　多摩川では年東日本台風の再度災害防止のため関係機関が連携して「多摩川緊急治
水対策プロジェクト」を推進しており、二子玉川地区の堤防整備、大丸用水堰の床止化の
整備を進めるほか、治水と環境の調和した河道掘削を鋭意実施しています。鶴見川では洪
水流下の阻害となる下流部橋梁周辺の河道掘削を実施、相模川では左岸中島地区の堤防整
備などを実施しています。
　多摩川、鶴見川、相模川のいずれも流域自治体や関係機関、流域住民、企業などと連携
した「流域治水」を進めており、特に、地域が連携した浸水被害軽減対策やソフト施策に
よる減災に向けたさらなる取り組みを推進しています。
　西湘海岸では年台風による砂浜消失など、甚大な被害が発生したため、酒匂川から
大磯港の区間の砂浜の回復のための海岸保全施設整備を実施しています。
　今後も安心・安全で治水と環境の調和した川づくり・流域づくりのためハード・ソフト
対策を流域と一体となって推進します。

　利根川水系砂防事務所は、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。
　群馬県内の各流域においては、砂防えん堤や床固工群などの整備推進を図ると共に、特に年
の東日本台風により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、砂防設備の適切な機能更新や流域流木対策
を国土強靱化緊急５カ年の予算を積極的に活用し、烏川流域をはじめとする流域において緊急的に
推進します。
　浅間山においては、年度から融雪型火山泥流などを対象に火山噴火緊急減災対策を実施しい
ます。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による砂防えん堤のかさ上げや導流堤の整備などの緊急対策を行い、被害の軽
減を図ります。本年度も引き続き、早期の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遠隔操作やＩＣＴ施工などを推進するとともに、ロボッ
ト技術を活用した立入禁止区域内の降灰厚測定の技術開発にも取り組みます。
　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た
いと考えており、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ます。

　年は荒川放水路通水年を迎える節目の年です。年頭に、荒川下流
部沿川２市７区の首長、東京都、埼玉県、荒川下流河川事務所で「荒川放水
路通水周年行動宣言」をとりまとめ、荒川放水路の歴史や役割を次世代
に継承するとともに、気候変動などの新たな課題に対応する「流域治水」の
取り組みに挑戦することなどを掲げました。河川管理者だけでなく、あらゆ
る関係者が主体となり、流域に関わるみんなで取り組む「流域治水」の取り
組みを、通水周年の記念事業などを通じて皆さまに知っていただき、こ
れからも安心して暮らしていける強靱で持続可能な地域としてより良い形で
将来に引き継いでいくことを目指します。
　年度も引き続き、京成本線荒川橋梁架替事業をはじめとした治水安全
度の向上、高台まちづくり、かわまちづくりなどのプロジェクトを着実に進
めるとともに、河川管理ＤＸをはじめとしたインフラ分野におけるデジタル
データと情報技術を活用したＤＸを推進し、建設生産プロセスの変革による
生産性向上を図り、建設産業が若い方からも選ばれる魅力ある業界となるこ
とを目指します。

　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」の整備に取り組んでいます。
　年の「令和元年東日本台風」により、荒川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、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を整備すること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繞堤と排水門、第三調節池において周囲堤と排水樋
管などの工事進捗を図ります。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。
　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を展開させ、建設現場の生産性向上の取り組みと効果について、
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ワンチー
ムになって整備を推進します。

　荒川上流河川事務所は、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、事業を推進しています。
　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、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います。
　流域全体の治水安全度の向上のため、荒川中流部の堤防整備、支川入間川における樋管
改築、危機管理対策の推進として、緊急復旧活動に必要となる河川防災ステーション整備
などを実施しています。
　流域治水にかかる当事務所独自の取り組みとして、埼玉県の各県土整備事務所管内の自
治体で構成される個別ワーキンググループを設置し、流域治水を進めていく上での悩みや
自治体ごとの取り組み状況などについて、意見交換を行っています。今後は特定テーマを
設け、関心のある自治体を構成員とするようなワーキンググループを設置して、情報共有
や意見交換することなども検討していきたいと考えています。
　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。

　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を推進する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。老朽化が著しい江戸川水閘門の改築については昨年度新規
事業採択となり、本年度から本格的に着手します。施設の確実な機能確保に向け、早期完
成を目指します。吉川河川防災ステーション、高台まちづくりと連携した高規格堤防の整
備を推進します。
　中川・綾瀬川では、昨年６月台風２号による大雨で埼玉県下流部を中心に４千軒程度の
住家において浸水被害が発生しました。このため、国、県、関係市町が連携し、内水被害
にも寄与する流域治水の具体的な取り組みとして「中川・綾瀬川緊急流域治水プロジェク
ト」をとりまとめ、本年度から各主体が連携して対策を進めます。
　流域の都県自治体の皆さまのご理解とご協力により、３月に特定都市河川浸水被害対策
法にもとづく、流域および河川の指定・公示を行いました。本年度は流域水害対策計画の
策定に向け、引き続き、流域の関係する自治体の皆さまと意見交換させていただきながら
流域治水の取り組みを進めす。あわせて、グリーンインフラの保全・創出を行い、かわま
ちづくりなど地域の活性化・にぎわいの創出を図っていきます。

　渡良瀬川河川事務所は、利根川水系最大の流域面積を持つ渡良瀬川において、河川事業
と砂防事業の両方を所掌しています。
　河川事業では、橋梁の桁下高が低く堤防の高さが不足している箇所の抜本的対策として、
中橋の架替事業を共同事業者である栃木県および足利市と連携し、年から継続して事
業を進めています。また、堤防の高さや幅が不足する弱小堤防区間において、堤防のかさ
上げ、拡幅を行います。さらに、流入する支川において流下能力向上のための河道掘削お
よび護岸整備などを行います。
　砂防事業では、局所的な集中豪雨などに対する土砂災害対策、出水による土砂の流出防
止および荒廃した足尾の山々の緑の復元などを目的に、既設砂防堰堤の老朽化対策、床固
群、山腹工の整備およびＮＰＯとの連携による植樹活動などを行います。
　気候変動の影響による水害リスクが増大する中、流域全体で水害を軽減させる「流域治
水」の推進を図るため、沿川自治体、関係機関と連携・協力し、地域の皆さまのご理解、
ご協力を賜りながら安全・安心を確保していきます。
　そして、関係するさまざまな立場の方々の声を聴き、連携を図りながら河川事業および
砂防事業などを確実かつ円滑に行います。

　下館河川事務所は、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、水衝部の浸食
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。
　両河川では自然環境に配慮するとともに市町と連携しにぎわいのある水辺整備を進め、
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の取り組みとして、３Ｄ管内図などを活用し、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、逃げ遅れゼロに向けての取り組みであるマイ
・タイムラインについて、近年の流域内人口の動向を踏まえ、外国人向けマイ・タイムラ
インの普及に取り組みます。
　今後とも、地域の皆さま、関係機関と連携し一体となった安心・安全なかわづくりを進
めてまいります。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。　

　昨年６月の台風２号により霞ケ浦流域では、多くの観測所で観測史上最大の時間雨量
が記録されました。改めて災害対策の重要性を認識し、日頃からの河川巡視、堤防点検、
常陸川水門などの河川管理施設の点検・操作や修繕などの維持・管理に引き続き取り組み
ます。流域治水に関しては、本年５月に取り組みを加速化・深化させるため「霞ケ浦流域
治水プロジェクト．」を公表し、流域一体となって取り組むとともに、阿見町青宿地区
の堤防整備を実施します。
　霞ケ浦は、流域および首都圏の人々の水道用水、農業用水、工業用水を供給し産業・経
済活動を支える一方、水辺環境としてスポーツ・レクリエーションや、動植物の生息の場
に利用されています。環境事業としては、水質改善のため稲敷市西の洲・甘田入地区にお
ける浚渫土埋立地の整備や、北浦の流入負荷抑制対策、新たな自然再生計画の策定などに
取り組みます。加えて「つくば霞ケ浦りんりんロード」かわまちづくり事業として、リバー
スポットなどの整備を沿川市町村などと連携して進めます。
　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進めます。

　年の「令和元年東日本台風」による被害を踏まえた今後の治水対策の取り組みとし
て関係機関が連携し、「久慈川緊急治水対策プロジェット」を進めています。
　久慈川緊急治水対策河川事務所では、主に久慈川の国管理区間（７地区）と権限代行区
間（地区）において、堤防整備や河道掘削などのハード対策を実施しています。
　現在、用地取得は約７割まで進み、地区において工事を進めています。これまで、用
地取得や業務・工事などの実施にあたり、関係者の皆さまにご協力をいただき感謝申し上
げます。
　本年度も、各地区において、用地取得を進めるとともに、堤防や樋管工事、河道掘削工
事などを着実に進めます。工事などの実施においては、ＩＣＴの活用や樋管工事における
プレキャスト製品の利用など工事現場の生産性向上の取り組みなども進めます。
　今後とも、茨城県や関係自治体と連携・協力を図りながら、事務所一丸となってプロジ
ェクトを推進します。
　引き続き、業務や工事など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・利根川を地下トンネルで結び、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。
　年度の建設事業着手以来、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、那珂川と霞ケ浦を結ぶ那珂導水路・石岡トンネルの第３工区、
第４工区、第５工区でトンネル掘削を開始するとともに、霞ケ浦から那珂川に送水するた
めの高浜機場、外来種の移送対策として整備する高浜浄化施設に着手します。さらに、那
珂樋管上流側取水口を整備し、那珂樋管を完成させます。
　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、水質改善のた
めの効果的な運用方法を検討します。
　引き続き、早期効果発現を目指し、関係機関の皆さまと緊密に連携し、職員一丸となり
着実な事業の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。

　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、北千葉導水路を整備・管理しています。
　本年度も、国土強靱化対策として年度補正予算により先行着手している工事と、年度予
算による工事とをあわせ、事業を着実に推進します。年東日本台風により、浸水が発生した無
堤防区間（千葉県銚子市・茨城県神栖市）の築堤や樋管などの新設、同洪水で計画高水位を超過し
た下流部の水位低下のための河道掘削を実施します。下流部では治水対策とともに自然再生事業に
も取り組んでいます。外来種の侵入などで減少した、多様な生物の生息環境である国内有数の広大
なヨシ原や湿地・干潟などの保全・再生を行っています。豊かな自然を誇る利根川を次世代に継承
するため、ヨシ焼きや環境学習など地域の方々が利根川に関わる機会を設け、利根川を知り愛され
る川、地域のシンボルとされるような取り組みも進めています。
　首都圏の安定した水利用や水質改善などに重要な役割を担う北千葉導水路、頻発する内水被害に
対応する排水機場など、多くの施設は老朽化が深刻な課題です。長大な堤防をはじめ施設を良好な
状態に維持する、点検、補修、更新などを計画的に進めます。担い手確保や働き方改革などの課題
に、ＤＸの推進や新技術活用など、より効率的で高度化した整備、管理の実施を目指します。
　流域治水の推進はもとより、利水や環境の取り組みに関しても、流域一丸となって連携、推進が
必要です。強靱な地域、愛される利根川を次世代に残せるよう、地域の皆さま、工事や設計に携わ
る皆さま、関係行政機関の皆さまの引き続きのご理解と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
推進すると共に、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共に、田中調節池においては越流堤移設により洪水調
節機能の向上を図るための事業に昨年度着手し、囲繞堤などの整備を推進しています。さ
らに、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。
　近年、全国各地で豪雨災害が激甚化・頻発化しており、気候変動による水災害リスクの
増大に備えるため、国、流域自治体、企業などのあらゆる関係者が協働して治水対策に取
り組む「流域治水」を推進することが重要です。当事務所においても、利根川上流地域の
地形や社会経済活動の特性を踏まえ、特に民間企業との連携にも着目しつつ、引き続き、
ハード・ソフト対策を推進します。
　今後とも、河川の整備・管理を着実に進めますので、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企業の皆さまのご協力をお
願い申し上げます。
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　関東のくにづくり
富士川砂防事務所 日光砂防事務所

藤平　大所長
継続的な砂防施設整備と老朽化対策

木下　篤彦所長
土砂の活用で流域治水を実現

相模川水系広域ダム管理事務所
斎藤　充則所長

総合運用の深化によるダムのフル活用

鬼怒川ダム統合管理事務所
太田　敏之所長

施設効果を最大限発揮へ

利根川ダム統合管理事務所
坪谷　剛所長

きめ細やかなダム運用に注力

東京国道事務所
本田　卓所長

東京の都市基盤を支える

品木ダム水質管理所
荒木　茂所長

堆積した中和生成物の除去など

二瀬ダム管理所
岩崎　和夫所長

ダム湖内の土砂を継続的に対応

川崎国道事務所
藤坂　幸輔所長

伊勢原第一トンネル工事を推進

首都国道事務所
田中　満所長

北千葉道路（市川・松戸）用買着手

相武国道事務所
宮本　雄一所長

八王子南や日野のバイパスなど推進

大宮国道事務所
中洲　啓太所長

国道４号毛長掘橋耐震補強をＥＣＩで

横浜国道事務所
宮本　久仁彦所長

国道号梶ケ谷局所渋滞対策に着手

（９） （第３種郵便物認可）２０２４年　（令和６年）　６月１９日　（水曜日）

　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。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。また、年度は新たに、局所渋
滞対策事業として国道号梶ケ谷局所渋滞対策事業に着手します。
　横浜国道事務所管内では、橋梁やトンネルなどの道路インフラの老朽化対
策が喫緊の課題となっています。計画的に点検や修繕などを実施し、安全・
安心の確保に取り組みます。

　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、調査設計、用地買収、沼和田・神保原
地区ほか改良工事、忍保川第３橋橋梁上部工事を推進し、忍保地区橋梁下部
工に着手します。また、本庄道路（Ⅱ期区間）については、調査設計を推進
します。上尾道路（Ⅱ期区間）については、調査設計、用地買収、箕田・北
中野地区の改良工事を推進します。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、宮前地区橋梁下部工事を推進します。
　このほか、維持管理においては、施工条件の厳しい国道４号毛長掘橋の耐
震補強工事について、設計段階から施工者の技術力を活かしたＥＣＩ方式を
活用して施工を行っていきます。
　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。

　川崎国道事務所は、東京都と神奈川県内の国道号、号、号、号、号の幹
線道路網整備、慢性的な交通渋滞対策、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、伊勢原第一トンネル工事を推進します。
　危機管理対応としまして、元日に発生した能登半島地震では、石川県志賀町、能登町に
向けて３班名の職員をテックフォースとして派遣しました。被災地では大きな被害を受
けた町道の状況調査を行い、早期復興に向けた支援を実施しました。
　また、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・道路啓開を担っております。今般の地震による大きな被害を目の当たり
にして、首都直下地震への対策が待ったなしであることが痛感されます。
　関係機関と連携を図りつつ各種訓練に励み、危機管理体制の強化に継続して取り組みま
す。
　今後も、地域の皆さまのご理解・ご協力のもと、地域の信頼に応えるよう着実に各事業
を推進します。

　首都国道事務所は、国道６号、号、号、号、号の改築事業お
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、本年度は調査設計および市川・松戸地区の用地買収に着手します。
　国道号東京湾岸道路では、塩浜立体の橋梁上部工事および舞浜地下の
シールド工法による貯留管整備を進めます。
　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撤去工事などを進めます。
　国道号（外環道）では、市川地区の電線共同溝工事を進めます。この
ほか、首都直下地震時の対応として、道路啓開計画「八方向作戦」では、当
事務所が東北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。

　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、橋梁上下部工事、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。
　交通安全対策として国道号藤野駅周辺地区歩道整備や事故対策を進めます。
　道路管理につきましては、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、昨年６月に八王子バイパスで発生した土砂災害の本復旧を進めるほか、橋梁耐震
補強や法面対策などを着実に進めるとともに、神奈川・山梨県境の国道号の雨量通行規制・冬季
の予防的通行規制を有することから、関係機関と連携しつつ、適切な維持管理に努めます。
　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、地域づくりへの貢献するように取り組みます。

　二瀬ダムは、荒川水系本川上流に洪水調節、かんがい、発電を目的とした
埼玉県内最初の多目的ダムとして年に完成しました。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で完成以来年間以上、東
京都・埼玉県にまたがる荒川流域の安全・安心の確保を図るために、その重
要な役割を果たしてきています。
　年の東日本台風では、二瀬ダム上流で累加雨量㎜を記録し、ダム
への流入量は過去最高の毎秒㎥に達しました。二瀬ダムでは毎秒㎥
の洪水調節を行い、下流河川の水位低減を図りました。しかし、この出水に
より大量の流木と土砂がダム湖内に流入しました。
　本年度につきましても、引き続きダム湖内に流入し堆積した土砂搬出を地
元の自治体などのご協力をいただきながら継続的に実施するとともに、堆砂
対策として流入する大洞川筋の貯砂ダムの完成に向けて取り組みます。
　また、水源地域の活性化に向けた取り組みについても、水資源機構管理の
浦山ダム・滝沢ダム、埼玉県管理の合角ダムと二瀬ダムで連携しつつ、関係
地域と一体となって推進します。
　二瀬ダム周辺は自然豊かなところですので、ぜひお出かけ下さい。

　品木ダム水質管理所は、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、古来魚がすめなく、鉄やコンクリートで造られた工作物を急速に劣
化させてしまう「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、群馬県が年に開始し、その後事業の重要性から年に、
旧建設省（現国土交通省）に移管し現在にいたっています。
　本年度は、これまでと同様に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操作設備改修工事を実施します。
　また中和事業を一般の人々に理解していただくため、体験型施設「環境体
験アミューズメント」を地元住民、草津町とともに運営し、地域振興にも取
り組みます。

　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つつ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。
　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。
　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。

　利根川ダム統合管理事務所は、藤原、相俣、薗原、八ツ場ダムの維持管理および、これら４ダム
と利根川上流河川事務所が管理する渡良瀬貯水池、水資源機構が管理する矢木沢、奈良俣、下久保、
草木ダムを合わせた９ダムの「統合管理」を行っています。この「統合管理」により、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。
　本年度は、昨年度に引き続き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水位運用高度化を実施します。具体的には、融雪出水の活用、
洪水後期の緩やかな放流は昨年度に引き続き継続して行います。本年度は洪水に達しない流水（中
小洪水）を一時的に貯留し、水力発電により放流する運用を実施します。この運用を藤原、薗原、
八ツ場ダムで取り組みます。
　また、相俣ダムでは年度から放流設備を増強する工事を行っています。これは現在の放流設
備の能力では速やかな水位低下が図れないことから能力の増強を行い、事前放流による治水機能の
増強や弾力的運用による利水への活用などを行うためです。本年度はダム本体部の掘削、新放流設
備の製作などを行います。
　このほか、関係機関と連携し、各ダムにおける点検放流に合わせたイベントを実施するなど、ダ
ムを活用した水源地域の活性化に貢献します。
　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。

　鬼怒川ダム統合管理事務所は鬼怒川上流の五十里、川俣、川治、湯西川ダムおよび五十
里、川治ダムを導水路で結ぶ連携施設の統合管理を行い、洪水時に下流河川の水位上昇を
防ぐ洪水調節や水の安定利用のための用水の補給など地域の安全向上に努めています。
　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おり、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、運用をしっかり行
うことが肝心です。
　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。
　年度の主な事業として、ダムの効果を最大限発揮するためのダム施設の維持修繕、
ダム貯水池に流入する土砂などの継続的な除去・処理のための貯水池堆砂対策、防災情報
のネットワーク化などを進めます。また湯西川ダムにおいて発電施設の新増設の事業化に
向けた検討やダム水力発電で充電した警報車による巡視など、さらなる自然再生エネル
ギーの活用を進めカーボンニュートラルの実現に貢献していきます。
　ダムがもつポテンシャルを最大限発揮し、地域防災や脱炭素社会の実現、さらにはダム
やダム湖を観光資源とした持続可能な地域の活性化に向け、４ダムが地域の拠点、顔とな
るように努めます。

　相模川水系広域ダム管理事務所が管理する宮ケ瀬ダムは、年の管理開
始から本年で年目を迎えています。ダムの目的である洪水調節、流水の正
常な機能の維持、水道用水の供給および発電のため、年度の主要事業と
しては、貯水池に堆積した土砂の掘削搬出、ダム関連施設の老朽化対策の工
事などを行います。特に、有効貯水容量内の堆積土砂は、ダムの治水・利水
機能の発現に支障となることが懸念されるため、早期の解消に向けて計画的
かつ効率的に取り組みます。
　また、当事務所では、神奈川県が管理する相模ダムおよび城山ダムとの連
携の下に、水の総合運用を行っています。気候変動による気象の激化に対応
するため、情報分析力の強化を図りながら、大規模洪水が予想される際の事
前放流の確実な実施、利水の安全性の確保および水力エネルギーの有効利用
の観点から、ダムの能力を最大限に引き出すダム管理を推進します。
　さらに、宮ケ瀬ダムには、毎年県内外から多くの観光客が訪れています。
ダムからの観光放流を継続するとともに、ダムが地域資源としてより一層活
用されるように、関係自治体および地域の皆さまと協力しながら、地域の活
性化に引き続き取り組みます。

　富士川砂防流域は、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捗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・頻発化しており、（早川支川の稲又第三
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下流床固群などの）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。
　砂防施設整備のための工事は、山間部の狭隘な現場条件が厳しい現場であるため、工事発注時の
入札契約において不調・不落が年発生の東日本豪雨以降の３年ほどは発生し整備の遅れが発生
したものの、「見積もり活用方式」、「地域外からの労働者確保による間接費の設計変更」、「時
間的制約をうける公共土木工事の積算」の試行工事の採用により、その発生件数も減少しておりま
すが、砂防施設の整備推進のため引き続き必要な不調不落対策を継続していきます。
　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。

　日光砂防事務所は、利根川上流域鬼怒川とその支川の大谷川・男鹿川の流
域で土砂災害を防止するための砂防事業を実施しています。流域には日光東
照宮などの世界遺産「日光の社寺」や華厳の滝、鬼怒川温泉などの観光資源
が多数あり、地域住民の暮らしとともにこれらを保全するための事業を展開
しています。また、近年では出水期の土砂流出とともに流木の流出も問題に
なっており、流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤や流木柵などの対策工の設
置も行っていきます。
　本年度の最大のアピールポイントは、「土砂の活用」です。これまで、砂
防設備に堆砂した土砂の除石や工事で発生した土砂は厄介物として捉えられ
ていました。今後は「土砂は資源だ！」を合言葉にその活用に取り組みます。
例えば、１ｍ程度の巨礫であれば、河床に置くことで流れの緩やかなスペー
スができ、カゲロウなどの水生昆虫が生息するようになり、これらを捕食す
るニッコウイワナやヤマメにとって良い生息空間ができます。その他、砂防
ソイルセメントや工事用道路の盛土、かご工・枠工としての活用など土砂の
活用方法は様々です。さらには築堤材などで利根川流域内での土砂の活用が
進めば流域治水の好事例になると考えています。
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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、春にはネモフィラ、そして秋に
はコキアによる大規模花修景、また夏には大規模音楽フェスの開催地として、多くの皆さ
まにご来園いただいています。
　本年度は、樹林に覆われたエリアで、年春の追加開園（約）を目指してサイク
リングコースなどの整備を進めるとともに、海岸にほど近い砂丘エリアにおいて、官民連
携による宿泊施設の設置事業の公募に向けた準備を進めます。
　年度の公園入園者は、約万人を数え、特に秋のシーズンでは入園者数がコロナ
禍前を上回る状況でした。そして、今春、４月日には年の開園以来の累計入園者数
が万人に達しました。また、クルーズ船の寄港、観光バスツアーを通じて、外国人の
団体入園も回復してきており、園内ではコロナ禍前同様、さまざまな外国語での会話が聞
かれるようになりました。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、四季折々の花絶景が皆さまをお迎えいたします。また、
地域と連携したさまざまな取り組みも実施しており、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。

　国営昭和記念公園事務所は、東京都、埼玉県、神奈川県に所在する四つの
国営公園などを担当し、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、隣接地で進むまちづくりや施設の老朽化
など、本公園を取り巻く環境の変化に対応するため、昭島口周辺エリアを対
象とした官民連携事業の公募の準備や、既存施設撤去およびインフラ設計な
どを進めます。国営武蔵丘陵森林公園では、開園周年を迎え、社会の変化
や利用者ニーズを踏まえた効率的な維持管理のあり方の検討や、老朽化した
遊具の修繕などを進めます。国営東京臨海広域防災公園では、首都直下型地
震へのそなえを学ぶ防災体験学習施設の展示施設更新を完了させます。
　明治記念大磯邸園では、明治期の立憲政治の確立等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・陸奥別邸跡の邸宅に
ついては、本年度に暫定的な公開を予定するとともに、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頂ける公園づくりに努めます。

　関東技術事務所は、建設分野の技術的課題の改善・支援や災害対策支援、
「関東維持管理技術センター」として、国土交通本省や他の地方整備局と連
携した河川・道路における構造物維持管理に関する技術開発などを推進して
います。また「関東ＤＸ・i-Construction人材育成センター」として、イン
フラ分野のＤＸ推進に必要となる人材の育成を行い、「地域の安全・安心」
と「建設分野の生産性の向上」の実現を目指しています。
　関東ＤＸ・i-Construction人材育成センターでは、地方公共団体を含む発
注者および受注者の民間技術者に対するＢＩＭ／ＣＩＭ活用やＩＣＴ施工、
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。
　構内に開設している「建設技術展示館」は防災・減災、国土強靱化、イン
フラ長寿命化技術や、インフラ分野のＤＸ技術、脱炭素化・ＧＸ技術などの
最新の建設技術の展示を行い、館内のＤＸパークではレーザースキャナーや
３Ｄデータの操作体験などを通じて、建設技術者のみならず、一般の方や将
来のインフラ分野の担い手となる学生の皆さまにＤＸ技術を体感してもらえ
るようにしています。
　皆さまのＤＸ・i-Con研修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、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。笛吹川の上流域では、万力地区で賑わい・
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、水辺環境整
備の検討を実施しています。
　道路の主な事業では、国道号の新山梨環状道路（桜井～塚原）が新たに事業化され、
甲府中心市街地の交通渋滞緩和などに向け、引き続き新山梨環状道路北部区間の整備を進
めます。道路利用者の安全を確保するため、新笹子トンネル改修では、別線での新たなト
ンネルの整備、国道号の四方津地区歩道整備、国道号の山中湖自転車歩行者道整備
の工事を実施しています。
　今後とも、地域の安全・安心と魅力向上のため、関係する地域、行政機関、業者の皆さ
まと連携を図りながら、着実に事業を進めるよう取り組みます。

　高崎河川国道事務所は、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、渋川西バイパスについて年度の全線開通を目標
に事業を進めます。また、国道号前橋笠懸道路などを推進しており、国道
号中村交差点立体において橋梁下部工事に着手します。
　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。

　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㎞の
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おります。
　外環道は、首都圏３環状道路の一部を形成し、都心方面に集中する交通を適切に分散・導入する
など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について、審
議・確認をいただき、年２月より掘進を順次再開しております。
　また、陥没空洞事故後にシールドマシンが完成した、東名ＪＣＴ　Ｈランプシールド工事につい
ては一昨年度から、中央ＪＣＴ　Ｂランプシールド工事および東名ＪＣＴ　Ａランプシールド工事
については昨年度から掘進を開始したところです。
　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ます。

　関東道路メンテナンスセンター（関東ＭＣ）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・分析などによる道路メンテナンスの高
度化を推進しています。地方公共団体支援として道路構造物の保全に関する
相談への対応、施設の健全性の診断・修繕代行などを実施しています。この
ほか直轄職員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
１件、技術支援件、研修講師６件を実施し、地方公共団体向けに件の技
術支援を行っています。
　また、これまでに埼玉県秩父市が管理する秩父橋の直轄診断・修繕代行事
業を行っております。
　本年度も引き続き、点検データなどを活かしたより戦略的・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つつ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みます。

　常陸河川国道事務所は、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」で堤防が決壊するなど甚大な被害を受け
た久慈川・那珂川では、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
・集中的に実施します。気候変動の影響による降雨量の増大に対して、流域のあらゆる関
係者が共同して取り組む「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）の年春ごろ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、国道号子生歩道整備など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。

　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。
　圏央道については、東日本高速道路会社とともに４車線化事業を推進する
ほか、神崎ＰＡ（仮称）についても改良工事を推進します。
　国道６号牛久土浦バイパスについては、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。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。
　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。

　宇都宮国道事務所は、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
などの整備や管理を担当しています。
　本年度は、国道４号西那須野道路で用地買収が全て完了しているため、さらに工事を推進します。
矢板拡幅では引き続き、調査設計、用地買収、改良工事を推進し、矢板大田原バイパスでは、調査
設計の推進、用地買収の着手、新４号国道の春日部古河ＢＰでは、幸主地区および元栗橋地区の平
面交差点立体化、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。
　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号の小山市粟宮の歩道整備事業、国道号小山（東）交差点改良着手のほか、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。
　老朽化対策、予防保全への移行は、予算の制約もありますが、ＤＸをはじめとした各種新技術を
活用し、シーズとニーズのマッチング機会を増やしつつ、改善を目指します。
　災害対応についても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います。
　地域に寄り添い地方部と都市部のそれぞれの良さを引き出し、地域の価値をさらに高められるよ
う自治体、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。

　長野国道事務所は、長野県内の国道号、国道号（塩尻以北）、国道号の３路線お
よび中部横断自動車道の維持管理、交通安全対策、防災対策を担当するとともに、管理路
線と国道号の一部区間における直轄権限代行事業を含む計カ所の改築事業、高規格
道路である中部横断自動車道および中部縦貫自動車道の調査、さらには国営アルプスあづ
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、国道号上田バイパス（延伸）において用地取得、改良工
事および橋梁上部工事を推進、国道号防災において改良工事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。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ます。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、年度の開通に向け事業を進めます。なお、大栄ＪＣＴ～国道号ＩＣ
（仮称）間は、１年程度前倒しでの開通を目指します。
　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新湾岸道路や千葉
北西連絡道路の概略ルート・構造の検討を千葉県や沿線市と一丸となって進めます。
　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、道路附属物、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・にぎ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の向上、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、年度に八潮
市～松伏町間の専用部を事業着手。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ており、引き続き推進します。
　一般部については、舗装工事などを推進し、吉川市川藤～松伏町田島の延長．㎞区間について
は、用地取得などが順調に進んだ場合年春ごろの開通予定です。
　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、利根川・鬼怒川・小貝川の橋梁工事などを推進し、幸手ＩＣ～五霞ＩＣ間
は年度までの４車線化を予定しています。
　国道号については、幸魂大橋、三郷放水路橋の橋梁補修を実施します。
　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みます。
　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。
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横浜港・川崎港のさらなる機能強化
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羽田空港の機能拡充や防災・減災など
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中央防波堤外側に耐震強化岸壁
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中川　大所長

港湾・空港事業の着実な実施を支援
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経済安保や海洋立国実現に貢献
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東京湾の航路管理や海上清掃など
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　東京湾口航路事務所は、首都圏の経済・産業活動および市民の生活を支える重要な航路
である「東京湾中央航路」において、航行船舶の安全かつ効率的な航行を実現することを
目的に同航路の管理・保全および整備を行っています。
　年度も船上目視による海面の異常有無や、音響測深機による航路水深の確認などの
航路監視パトロールを行うとともに、カメラ・レーダーを用いて航路上の異常有無の確認
を行い、航行船舶が安全、かつ安心して航路内を航行できるよう管理・保全を実施します。
併せて、同航路に隣接する第二海堡においては、大規模地震の影響で土砂が航路へ流出す
ることがないよう、過年度より予防保全のための護岸整備を行っており、年度に完成
する予定です。
　また、同航路の中央に位置する中ノ瀬西方海域においては、一部浅瀬の存在が確認さえ
れていることから、浅瀬浚渫に向けた水域利用関係者との調整に取り組みます。
　一方、昨年度まで当局千葉港湾事務所が所管していた東京湾内における港湾区域以外の
一般海域での海上浮遊ごみ回収および油流出などの事故が発生した際の浮遊油回収などの
海洋環境整備を引き継いで実施します。これにより航路管理との指揮命令機能が集約され、
効率的、かつ機動的な事業実施が可能となります。

　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レアアース、レア
メタルなどの海洋資源の開発・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えるように、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。
　昨年４月には、第４期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、現在、沖ノ鳥島において、岸壁および
臨港道路の整備を進めております。
　現在、経済安全保障の重要性が一層高まっています。政府は本年４月には海洋の開発・利用を強
力に進めるため、海洋開発等重点戦略を決定しました。その目標達成に資するため、当事務所とし
ても、関係官庁や民間の皆さまとも連携を図りながら、引き続き特定離島港湾施設の整備・管理を
推進し、海洋立国の実現に貢献します。

　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
設計および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、千葉港海岸船橋地区の海岸保全施設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るとともに、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、技術基準の
部分改訂により実装された気候変動への対応について確実に実施します。また、本年の能登半島地
震の復興支援として、北陸地方整備局が実施する七尾港の港湾施設の設計を支援します。
　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。

　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。
　横浜港の年のコンテナ取扱個数は輸出入ともに前年を上回り５年ぶりに万個を
超えました。
　北米東岸航路のサービスが再開し、外航コンテナ船の入港隻数は年と比べ．％増
の隻となりました。
　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ま
す。
　川崎港では、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）の土木施設の整備およ
び災害復旧などを実施しています。
　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、コロナ禍の影響により落ち込んでいた利用客も国内外ともにＶ字
回復し、コロナ禍以前の状態に戻りました。
　本年度は、アクセス利便性向上を図るため、京急引上線の基盤施設整備に
本格着工するとともに、引き続きＪＲ東日本羽田空港アクセス線を整備する
ほか、ターミナル１・２の拡張と連携したエプロン整備など、旧整備場地区
の再編整備などを実施します。また、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。
　羽田空港は作業エリア・作業時間に制約があり、厳しい現場ではあります
が、安全第一を掲げ、円滑に事業を進めます。関係者の皆さまにはご理解と
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。
　東京港の外貿コンテナ取扱貨物量は年連続日本一であり、首都圏万
人の生活を支え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が
整備されることにより、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。

　長野営繕事務所は、長野県および群馬県の２県全域を管轄区域として国家
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（仮称）の新築
工事（新規）のほか、官庁施設の老朽化対策等の整備工事（会計検査院安中
研修所の屋根改修工事〈新規〉）、太田労働基準監督署の庁舎増築工事〈継
続〉）の実施を予定しています。
　整備にあたっては、情報共有システム（ＡＳＰ）や遠隔臨場などの生産性
向上技術の活用、月単位の週休２日の確保やウィークリースタンスの取り組
みなど、時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたことを踏まえ、より
一層働き方改革に寄与できるよう積極的に取り組みます。
　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、頼りとなる存在になれるよう、引き続き、努力し
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、港
内静穏度確保のための防波堤（南）のケーソン据え付けと防波堤（中央）の
ケーソン製作などを行います。
　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により、取
扱貨物量が堅調に推移し年は過去最高を記録しています。常陸那珂港区
では、産業機械などの貨物需要増加への対応ならびに防災機能強化のため中
央ふ頭国際物流ターミナルＥ岸壁（水深ｍ、耐震）が新規事業採択されま
した。また、建設機械や完成自動車などの貨物需要増加に対応するため、同
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、Ｅ岸壁の調査・設計、Ｄ岸壁の背後の埋め立てに必要なケーソン
製作、防波堤（東）のケーソン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、いばらきから
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
に取り組みます。

　千葉港湾事務所は、年間取扱貨物量が全国第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。
　千葉港の背後地では石油化学工業・鉄鋼業などの企業が立地し、基幹産業の原材料の供
給拠点となっているとともに、火力発電所やガス工場などが立地し、首都圏で消費される
エネルギーの供給拠点になっています。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、大規模地震時の幹線貨物輸送拠点として企業の経済活動を
支える複合一貫輸送ターミナル（水深９ｍ）の整備を実施します。千葉港における鋼材の
半数以上を取り扱う葛南中央地区において、隣接する干潟の土砂などによる航路の埋没を
防ぐ施設（防泥柵）の改良を実施します。
　海岸事業では千葉港海岸船橋地区において、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、老朽化した海岸保全施設のかさ上げおよび耐震対策とし
て、胸壁や護岸の改良を実施します。
　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、災害リスクへの備えに取り組みます。

　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の増築のほ
か、同資料館の空調設備改修、警察大学校の自家発電設備改修、その他施設
の各種設備改修、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、日本社会事業大学および消防大学校消防研究センターで
は外壁改修、経済産業省玉川台宿舎では構内整備工事などを実施します。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。
　本年度の施設整備としては、古河労働総合庁舎の新築のほか、宇都宮第２
地方合同庁舎の電気設備改修、矢板公共職業安定所の建築改修を実施してい
きます。また、木造の研修施設を順次整備している農林水産研修所つくば館
水戸ほ場において、本年度は渡り廊下の新築を進めます。
　保全指導に関しましては、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
組みます。
　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。

　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、
横浜税関麻薬探知犬管理センターの新営工事、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
工事などを進めています。本年度発注の新規事業としては、横浜地方合同庁
舎の建築改修工事、川崎北公共職業安定所の建築改修工事、外務省研修所本
館のＥＶ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、官庁施設の長期的耐用性の確保
に向けて、各省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。

　東京第二営繕事務所は、東京都東部の８区および千葉県を管轄区域とし、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。
　本年度の施設整備では、法務省浦安総合センターの各種改修工事のほか、気象大学校体
育館、千葉地方法務局匝瑳支局、東京法務局城北出張所の建築改修工事、千葉第２地方合
同庁舎の電気設備改修工事、千葉港湾合同庁舎、科学警察研究所本館、警視庁第九機動隊
別館の機械設備改修工事を予定しています。
　施設整備にあたっては、時間外労働の上限規制による影響なども注視しながら、情報共
有システム、ウェブ会議システム、遠隔臨場などを活用したＤＸを推進することで工事現
場の働き方改革に寄与しつつ、国や地域の中枢機能を支える施設が安全・快適で機能的な
施設となるよう各工事を確実に進めます。
　保全指導においては、施設保全の要点を分かりやすく的確に情報提供するとともに、実
地指導や勉強会の開催などを通じて施設の保全状況の改善に取り組みます。
　このほか、官庁営繕行政の地域の窓口として、施設管理者や地方公共団体などの関係機
関との間で各種相談への助言、交流、連携などを図り、地域に根ざし、地域に貢献する事
務所となるよう努めます。

　東京第一営繕事務所は、東京都の北部および中央部の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官署と文京区の区立認定こども園および清
掃事務所が入居予定の小石川地方合同庁舎（仮称）の新築において躯体工事
を進める一方、市ケ谷警察総合庁舎の付属棟およ外構工事の実施に向け準備
を進めています。
　また、総務省第二庁舎の免震工法を用いた耐震改修工事や、皇宮警察本部
坂下護衛署、警視庁第八機動隊、埼玉県警察学校、司法研修所、国立障害者
リハビリテーションセンター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ています。
　保全指導では、官庁施設をより良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。



現場最前線　　関東のくにづくり
品木ダム水質管理所
Ｒ４品木ダムＡＩ等活用水質予測検討業務　建設技術研究所

利根川水系砂防事務所
Ｒ４利根砂防管内自律飛行型ＵＡＶによる点検計画検討業務　アジア航測

東京空港整備事務所
令和５年度　東京国際空港Ｃ滑走路舗装改良実施設計業務　日本工営

港湾空港部
令和５年度　情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化にかかるシステム改修・運用業務　中央復建コンサルタンツ

北首都国道事務所
Ｒ４国道４号東埼玉道路外道路詳細修正設計業務　復建技術コンサルタント

常総国道事務所
Ｒ４牛久土浦ＢＰ橋梁詳細設計４Ｋ５業務　パシフィックコンサルタンツ
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　利根川水系砂防事務所管内には約基の砂防
施設があり、豪雨や地震の発生後には、砂防施設
の機能・性能に影響する変状を確認する臨時点検
が実施されています。臨時点検では施設変状や土
砂流出状況を迅速に把握することが重要なため、
地上調査と比較して安全かつ俯瞰的な概況把握が
可能なＵＡＶ（無人航空機）の活用が期待されて
います。ＵＡＶの自律飛行技術を用いることで、
点検者の経験に依らない撮影が可能となります。
　本業務では、ＵＡＶを活用した砂防施設点検に
ついて、自律飛行を基本とした臨時点検計画の立
案から点検の実施、とりまとめ・評価までの一連
作業を効率的かつ効果的に実施し、経験値に左右
されにくい仕組みづくりを検討しました。
　点検計画は緊急時でも確保しやすい汎用性の高
いＵＡＶ機体の使用を想定したうえで適切な飛行
ルートや撮影アングルなどを設定し、試行点検を
実施しました。この結果、特に複数施設が連続す
る箇所においては従来点検と比較して点検時間を
大幅に削減することができました。緊急時の迅速
な情報共有を想定し、現地から複数拠点へのリア
ルタイム配信も行いました。内業時間の短縮を目
的として、点検調査票の自動作成ツール開発やＡ
Ｉによる変状抽出を行い、外業～内業を自動化・
効率化する仕組みを構築しました。
　近年、気候変動などの影響による土砂災害が増
加し、山間地域の安心・安全の確保は重要な課題
となっています。最新技術を活用した効率的・効果
的な砂防施設の維持管理手法を進化させるため、
当社ではさらなる研究・開発に取り組み、砂防Ｄ
Ｘを推進します。

　白根山やその周辺を水源とする吾妻川は強酸性
を示し、かつては水を利用することができない川
でした。その対策として年から品木ダムを中
核とする中和事業に着手し現在に至っています。
中和事業では、ダムに流入する強酸性の３河川に
石灰石粉を投入・中和するシステムを採っており、
その中和生成物を沈殿・貯留する役割を品木ダム
が担っています。石灰石粉の投入量は、投入後の
流域流出も鑑みて適切なｐＨが維持される量が望
ましいのですが、現状は中和工場管理者の経験に
基づき投入量を設定しているのが実態です。本業
務はこうした現状を踏まえて将来的な中和処理の
効率化および省力化を目指し、ＡＩ技術となる深
層学習を活用した水質予測モデルを作成し、水質
管理の高度化を図ったものです。
　構築するＡＩモデルの予測精度向上を図るた
め、河川の流況や石灰投入量の変化に伴うダム湖
ｐＨの応答性などを整理・分析し、その結果から
因果関係の強い要素をモデルの入力層に構成して
ＡＩに繰り返し学習させています。これにより、
現場管理者の経験に基づく石灰石粉投入の結果で
ある実績のダム湖ｐＨと同程度のＡＩ予測結果と
なることを確認し、現場への適用性が高いことを
示しました。現在、ダム管理所では、構築したＡ
Ｉモデルを実装した簡易予測ツールの活用を試行
中であり、現行の技術者判断による水質管理を支
援しています。
　ＡＩ技術は多くの分野で活用され今後も発展す
ると思いますが、重要なのは技術者がＡＩの仕組
みや限界を理解した上で、適切な判断、決定がで
きるかだと思います。このことを念頭に置き、さ
らなる研究、開発に努め、社会貢献したいと考え
ています。

　国道６号牛久土浦バイパスは、茨城県牛久市、
土浦市周辺市街地の交通混雑の緩和、交通安全確
保および首都圏中央連絡自動車道へのアクセス向
上を目的とした延長．㎞のバイパス事業です。
　本業務は、茎崎地区（つくば市）の主要地方道
と交差し、河川、地域交流センターに挟まれた狭
隘（きょうあい）な斜面上に計画されている上下
線分離橋の橋梁詳細設計です。業務遂行にあたっ
ては、狭隘空間の中、どのような橋梁計画・施工
計画とするか、ならびに景観と維持管理を両立さ
せる橋梁計画が課題でした。
　課題解決のため、協議開始時から完成形・施工
時のＢＩＭ／ＣＩＭを活用した３Ｄモデルを作成
し、協議時に視点場を変えながら３Ｄデータを見
せ、受発注者間で課題の見える化を図りました。
　橋梁計画は、ＰＣ梁を用いた上下線一体橋脚と
して底版のコンパクト化を図り、床掘り影響範囲
を最小化しました。官民境界際の斜面法肩に剛性
の高い鋼管矢板擁壁を構築し、地域交流センター
側の掘削時の変形を抑えました。上部工架設は、
クレーンベント架設と横取り架設を併用し、狭隘
空間内で実現可能な架設計画を立案しました。
　景観・維持管理は、３Ｄモデルをグラフィック
性能の高いゲームエンジンに取り込み、仕上がり
イメージを共有して合意形成を図りました。検査
路・排水などの付属物は、視点場の検討を実施し、
景観性、機能性、経済性・維持管理性のバランス
を図り、配置計画を立案しました。
　今後もＢＩＭ／ＣＩＭをはじめとしたＤＸツー
ルを業務当初から積極的に活用して、建設事業の
推進に貢献していきます。常総国道事務所の皆さ
ま、ご指導を賜り、ありがとうございました。

　国道４号東埼玉道路は埼玉県八潮市を起点とし春日
部市に至る延長約．㎞の道路整備事業であり、東北
自動車道などの高速道路を補完し、国道４号における
交通渋滞の緩和や沿線開発事業の支援、災害時の代替
路確保といった効果が期待されています。
　このうち本業務では、年供用に向けて整備が進
められている一般部の約．㎞区間（吉川市川藤～春
日部市水角）における道路詳細設計ならびに平面交差
点設計、関係機関協議などを実施しました。
　供用目標時期が迫る中、事業推進のために関係機関
協議における合意形成の迅速化や事業関係者間の情報
共有円滑化を行う必要がありました。そのため、道路
設計に加えて橋梁設計や各種付属設備計画を重ね合わ
せたＢＩＭ／ＣＩＭ統合モデルを作成し、関係機関協
議や打合せ時に活用しました。
　協議時には紙出力の資料に加え、ＢＩＭ／ＣＩＭモ
デルを用いた走行シミュレーション動画や交差点部の
キャプチャ画像などで細部情報を補完し、交通管理者
や関係自治体、地権者に対して道路構造の理解促進を
図り協議の円滑化に寄与しました。
　これらのモデルを題材として北首都国道事務所内で
職員を対象としたＢＩＭ／ＣＩＭに関する勉強会を開
催しました。東埼玉道路におけるＢＩＭ／ＣＩＭモデ
ル活用状況を紹介し、「どのようなケースでＢＩＭ／
ＣＩＭモデル活用のメリットが発揮されるのか」など
といった建設的な議論ができました。また、約．㎞
と長距離に及ぶ路線の完成形状のイメージ共有を図る
ことができました。
　今後、社会資本整備にあたってはニーズの多様化や
変化、多くの技術的な課題が生じると思いますが、Ｂ
ＩＭ／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
により、質の高い社会資本整備に貢献していきます。
北首都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。

　本業務は、コンテナターミナルのゲート前混雑
の解消やコンテナトレーラーのターミナル滞在時
間の短縮を図り、コンテナ輸送の効率化と生産性
の向上を図ることを目的として国土交通省が開発
した新・港湾情報システム「ＣＯＮＰＡＳ」の改
修および運用を行った業務です。
　この業務における最大の課題は、供用中のコン
テナターミナルにおいて、ドレージや荷役の作業
に支障を与えずに、安全でかつ導入効果が期待で
きるかたちでＣＯＮＰＡＳを実装していくことで
す。ターミナルごとに立地環境やニーズが必ずし
も同じではないため、現地調査や関係者との議論
を重ねながら、ふ頭内に立地している車両待機場
の活用やトレーラの動線などを綿密に検討しまし
た。本番の現地運用においてはさまざまなイレギ
ュラー事象の発生が想定されたため、予め想定し
得る事象を洗い出して対応方法を整理しておくこ
とで、事故や大きなトラブルなく業務を完遂でき
ました。
　今後も国土交通省によってＣＯＮＰＡＳの普及
拡大に向けた取り組みが推進されると思います
が、本業務で明らかにできた導入効果や次なるス
テップに進む上での課題は、今後の取り組みにも
有益な材料になったと確信しています。
　本業務の遂行に際しては、関東地方整備局はも
とより、港湾管理者などの行政機関、ターミナル
事業者、船会社、海貨事業者、陸運事業者、さら
には弊社とＪＶを組んだ三井Ｅ＆Ｓなど、多くの
方々との調整・議論を重ねさせていただき、多く
の知見を得ることができました。関係者の皆さま
に感謝を申し上げるとともに、今回得た知見を社
会に還元することで、日本の港と社会の発展に寄
与していきたいと思います。

　本業務は、東京国際空港Ｃ滑走路（延長ｍ、
幅ｍ）の舗装を改良することを目的に、舗装解
体調査・室内試験と測量調査を行うとともに、既
設舗装の構造評価と平面縦横断設計、施工計画、
設計図面・数量計算書の作成を実施しました。
　東京国際空港Ｃ滑走路は、着陸進入する航空機
に対して地上施設から発する電波によって誘導す
る計器着陸装置（ＩＬＳ）を備えており、その運
用精度（カテゴリー）を維持するために滑走路舗
装上の航空灯火の消灯制限が課せられています。
滑走路舗装の改良工事を行うためには一定範囲の
航空灯火を消灯することが避けられないため、舗
装改良工事による運用への影響と施工方法案、影
響が生じる施工期間について説明資料を作成し、
関係機関との調整を提案、実施しました。施工期
間は、Ｃ滑走路を日中供用しながら夜間施工によ
り日々復旧する時間サイクルを検討の上、滑走路
の各範囲を改良するために必要な期間を算出しま
した。
　平面縦横断設計では、東京国際空港の埋立土の
圧密による不同沈下により現況舗装高に不陸が見
られたことから、ＢＩＭ／ＣＩＭを活用して不陸
を修正し、計画勾配のねじれなどがない計画高を
設定しました。ＢＩＭ／ＣＩＭにより誘導路など
の周辺施設へのすり付け影響範囲を可視化し、す
り付け影響が最小限となることを確認しました。
　今後も空港施設の安全性、利便性向上に貢献で
きるよう、知見向上や技術開発、ＢＩＭ／ＣＩＭ
の活用などを進めるとともに、空港整備事業へ積
極的に参加したいと考えています。

管理技術者
藤生　孝典氏

担当技術者
丁子　信氏

管理技術者
山本　佳和氏

管理技術者
山本　智弘氏

管理技術者
金山　拓広氏

管理技術者
梶原　あずさ氏

品木ダムのｐＨを予測するＡＩモデルの構造

ダム流入河川における石灰石粉投入による中和処理の状況

ＢＩＭ／ＣＩＭ（ゲームエンジンを使用）を用いた景観検討

ドライバー視点での走行動画（キャプチャ）

橋梁部・交差点部のＢＩＭ／ＣＩＭ統合モデル

ＵＡＶを活用した砂防施設点検の効率化

試行点検によるＵＡＶ自律飛行の検証

狭隘なヤードにおけるＢＩＭ／ＣＩＭを用いた施工検討
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　関東のくにづくり　現場最前線

久慈川緊急治水対策河川事務所
Ｒ４久慈川袋田地先南田気橋下部工新設外工事　秋山工務店

霞ケ浦導水工事事務所
Ｒ４霞ケ浦導水石岡トンネル（第４工区）新設工事　錢高組

東京空港整備事務所
令和５年度東京国際空港Ａ滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事　東亜・鹿島・大本ＪＶ

千葉港湾事務所
令和４年度千葉港千葉中央地区岸壁（－９ｍ）（改良）築造工事　東洋建設

首都国道事務所
Ｒ４国道号塩浜立体海側橋梁他上部その２工事　宮地エンジニアリング

甲府河川国道事務所
Ｒ４国道号新笹子トンネルその１工事　大林・大本ＪＶ
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　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（全長約．㎞）
のうち、茨城県小美玉市堅倉から同市三箇の間に泥水
式シールド工法により内径．ｍ、施工延長．㎞、土
被り約～ｍのシールドトンネルを構築するもので
す。年５月日にシールドトンネル掘削の安全を
祈念した安全祈願式を行い、いよいよシールドトンネ
ル掘削を開始します。
　石岡トンネル区間における未施工工区のうち、当工
区が初めにシールドマシンを発進させ、およそ１年後
無事に到達したあとに、残りの工区が到達する計画と
なっています。従って、当工区の施工の遅れは後発工
事の工程に大きく影響し、霞ケ浦導水事業全体の遅れ
につながるため、当工区はこの長距離・大深度トンネ
ルの構築を高速施工で行い、工期内に順調に施工を行
うことが強く求められています。当工区ではその対策
として昼夜３交代制を採用し、時間連続してトンネ
ル掘削を行います。また平均目標掘削速度の毎分㎜
を確保するためにシールドジャッキは毎分㎜で可
動する装備を有した掘削機械を準備しています。その
ほかにも、深さｍとなる立坑の揚重設備の増強によ
る施工サイクル向上や泥水処理設備の自動化による泥
水品質向上や管理方法の効率化、追尾式自動測量機器
の導入やシールドＣＩＭモデルを活用した掘進管理シ
ステムの採用による掘削管理レベル向上などの工夫を
随所に取り入れています。
　今後も施工の効率化と構造物の品質向上を両立させ
ながら、関係者全員が一丸となることで高品質な導水
路トンネルを「安全第一」で構築します。
■工事場所：茨城県小美玉市堅倉地先～茨城県小美玉

市三箇地先
■工　　期：年３月９日～年月日

　本工事は、茨城県大子町袋田地先で行う久慈川
緊急治水対策プロジェクトです。年台風号
で災害を受けた大子町袋田地区・南田気地区に架
かる南田気橋の架け替えに伴う、橋台・橋脚を各１
基ずつ新設および既設橋の撤去を行う工事です。
　久慈川緊急治水対策プロジェクトの推進のた
め、本工事は出水期間内においても現場施工を行
いました。梅雨時期、台風シーズン内での施工とな
り日々の気象予報が施工の進捗を左右しました。
その中で、発注者や協力業者の打合せなどはウェ
ブ会議システムを使用しました。立ち会い・確認
なども遠隔臨場システムを活用し、日々の気象に
合わせた工程管理を行いました。
　当現場施工にあたり配慮したことは、南田気地
区は久慈川内においてもアユ釣りの絶好な地区と
なっています。そのため、久慈川を汚さずアユや
他の動植物にやさしくの意識を持ち施工を行いま
した。アユ釣りシーズンの期間内は施工エリア区
分けを行い、例年通りアユ釣りを楽しんでもらい
ながら施工しました。
　国土交通省関東地方整備局久慈川緊急治水対策
河川事務所の皆さまのご協力のもと、工事完成に
近づいてきました。このまま、無事故・無災害で
工事を完成させ災害に強い久慈川、多自然的な久
慈川を作り、近隣地区の方々に安心安全を提供出
来るように日々精進していければと思います。
■工事場所：茨城県大子町袋田地先
■工　　期：年４月日～年６月日

　国道号は、東京圏と甲信地方を結ぶ重要な幹線道
路であり、山梨県内を東西に結ぶ大動脈です。このう
ち笹子峠に位置する、現在供用中の新笹子トンネルが
抱える課題（老朽化、狭小断面による背高コンテナ車
の通行不能、歩行者・自転車通行の安全性）を解消す
るため、併設して新笹子トンネルを新設する事業です。
　新トンネルは急峻な山側に併設して計画されていた
ため、トンネル坑口ヤードが非常に狭く、トンネル仮
設備の設置場所や施工中の工事車両、残土搬出車両の
運搬路、重機の待避場所の確保が困難な状況でした。
本工事では、トンネル掘削工の使用重機の待避場所や
トンネル仮設備の設置場所および運搬路確保のため、
架台設備を有する揚重設備を増設し、施工ヤードの立
体化を図りました。
　狭いトンネル施工ヤードでの工事車両の出入りや国
道号沿いの現場詰め所付近は、急カーブ、急勾配で
見通しが悪い上、国道号はいったん交通事故が発生
すると代替路がなく大渋滞を引き起こすため、社会的
影響が非常に大きい場所です。車両の出入りの際が最
も事故が起きやすいため、各出入口付近にＡＩ搭載型
カメラ自動判別警報器を設置し、モニターで確認する
ことで交通、第三者災害防止対策を確実に実施してい
ます。
　狭い施工ヤード、点在する仮設ヤード、これから本
格化するトンネルずり運搬など、国道号に隣接した
施工は、地元住民への影響が非常に大きいと認識して
います。安全・安心の社会インフラ整備に携わる責任
を十分認識し、地域に貢献し、安全第一で品質の高い
トンネルの整備に努めます。
■工事場所：山梨県大月市笹子町黒野田～甲州市大和

町初鹿野
■工　　期：年３月日～年３月日

　本工事は、国道号塩浜立体海側橋梁（延長約．
㎞）のうち、約１／３にあたる延長ｍの鋼６径間
連続少数鈑桁橋の施工を行うものです。工事場所は千
葉県市川市塩浜３丁目地先に位置しており、供用中の
首都高速湾岸線と国道号の間に位置した狭いヤー
ド内での施工です。
　本工事の特徴として、塩浜交差点上の架設において
多軸式特殊台車に桁を搭載し、塩浜交差点内の通行止
めをした上で、交差点内に多軸台車を走行させて一括
架設を行います。交差点内の多軸台車走行路には信号
機、道路照明灯、中央分離帯などの道路付属物が多数
存在しているため、それら付属物との干渉状況につい
て事前に確認し、移設などの対応について検討してお
く必要があります。多軸台車の走行ルートには路面勾
配などの起伏があるため、多軸台車上の桁が供用中の
道路側に傾いて転倒する懸念もありました。
　交差点内の道路付属物や路面も含めた現地の地形を
３Ｄレーザースキャナで事前に計測し、取得した点群
情報と架設計画に基づいたＣＩＭモデルを基に多軸台
車の走行シミュレーションを行いました。その結果、
実際の走行ルートの起伏状態や、道路付属物との干渉
状況について視覚的に確認することが出来ました。今
回作成したデータは、地元の方への説明資料や一括架
設前の事前周知会の説明資料などにも有効に利用した
いと考えています。
　現在は一括架設する桁の地組立て作業を進めてお
り、今後は地組した桁上への合成床版パネルの敷設や
継手部の現場塗装など一括架設に向けた作業を順次進
める予定です。従来の安全対策に加えこれらの技術を
活用していくことで、７月中旬に予定している一括架
設の本番当日を安全に向かえるため、工事を進めてい
きます。
■工事場所：千葉県市川市塩浜３丁目地先
■工　　期：年月日～年１月日

　本工事は、千葉港千葉中央地区で貨物需要の増大に
伴うＲＯＲＯ船の大型化などに対応するため、岸壁の
増深改良や泊地の浚渫などの港湾施設の整備を行うこ
とが目的です。陸上部で既存岸壁の地盤改良、海上で
は新たに整備する岸壁の基礎となる鋼管矢板の打設、
改良土による埋め立ておよび上部工の施工を主として
行っています。
　本現場では積極的にデジタルツールを活用した作業
の効率化を図っています。陸上地盤改良工の事前混合
処理工で使用する土砂はガット船で搬入しました。従
来では２～３人で分程度の時間をかけて検収をし、
数量計算を行っていましたが、３Ｄ測量アプリを導入
したことにより１人分程度で検収から数量計算まで
を行うことができました。さらにガット船検収だけで
なく、仮置した土砂や裏込石の体積を測定するのにも
役立ち、省力化や生産性向上につながりました。
　本現場はＢＩＭ／ＣＩＭによる３Ｄモデルも活用し
ており、現場全体をあらゆる角度から可視化すること
が可能になるため、作業手順の打ち合わせ時などに使
用することで、容易にイメージができ円滑に打ち合わ
せを行っています。また、上部工の配筋にも３Ｄモデ
ルを活用することで、構造物と鉄筋が干渉する箇所を
早期に発見することが可能となりました。
　本現場は潮位の関係上、潮間作業となり昼夜間で作
業を行っていました。昨今の働き方改革を順守するた
め、職員と作業員の全員が４週８休を取得できるよう、
昼夜を含めた人員の確保や人数調整に苦労しました
が、現在まで全員が４週８休を継続することができて
います。
　さらに、現在まで無事故・無災害も継続しているた
め、残り約１カ月も施工面や安全面に対して細心の注
意を払って現場を進めていきます。
■工事場所：千葉県千葉市中央区中央港地先
■工　　期：年月１日～年６月日

　羽田空港では、首都直下型地震や南海トラフ地震な
どの巨大地震の発生に備え、空港施設の耐震化を進め
ています。本工事は、夜間、閉鎖中の滑走路、誘導路
上で静的圧入締固め工法（ＣＰＧ工法）で地盤改良す
るを行うものです。ＣＰＧ工法は、流動性の極めて低
いモルタルを地盤中に圧入して均質な固結体を連続的
に造成し、この固結体による締固め効果で周辺地盤を
強化する液状化対策工法です。
　工事の施工エリアは、大きく分けて三つあり、夜間
閉鎖となる滑走路・誘導路が曜日によって決まってい
るため、日々入退場ルートが異なります。施工エリア
までは、大型のＣＰＧプラント車を含む台以上の工
事車両が車列を組んで移動する必要があり、稼働中の
誘導路などへの誤進入対策や空港灯火の損傷防止対策
として、ＶＲを用いた入場時教育や走行経路ナビゲー
ションを導入しています。
　供用中の滑走路・誘導路での施工であることに加え、
施工箇所は不均質な地盤が多いため、注入時の舗装面
の隆起対策が重要となります。また、作業時間も滑走
路・誘導路の閉鎖時間内に限られるため、準備、施工、
片付けまでの一連を管理する必要があります。注入時
の圧力や流量、作業進捗および舗装面の隆起量を「見
える化」し、各種アラートなどを設定することで空港
運用に支障を与えるリスクを低減します。
　現場は、６月上旬からＣＰＧ工の本格施工開始を予
定しており、制約のある空港内で多数の工事車両、施
工機械が稼働します。施工時の安全確保および航空施
設の損傷防止を最優先し、ＪＶ所員一同、無事故・無
災害で年１月の完成を目指します。
■工事場所：東京都大田区羽田空港
■工　　期：年２月１日～年１月日

現場代理人
松岡　達也氏

現場代理人兼
監理技術者
小林　耕治氏

現場代理人
柳川　学史氏

監理技術者
谷口　智洋氏

現場代理人
　鈴木　悠太氏

監理技術者
河内　浩二氏

立体化した施工ヤード

トンネル坑口

施工状況 ３Ｄモデル

ドローン空撮

多軸台車走行シミュレーション

桁地組立て状況

施工概念イメージ

シールドマシン

上空から見たシールド発進地点施工状況


