
○平成30年７月豪雨を踏まえ、気候変動の影響等により今後も施設規模を上回る異常洪水が頻発することが懸念される中、そうし
た事態に備え、より効果的なダムの操作や有効活用の方策、ダムの操作に関わるより有効な情報提供等のあり方について、ハー
ド・ソフト両面から検討することを目的に検討会を設置。３回の検討会を開催し、提言をとりまとめ。

【委員】
加藤孝明 東京大学生産技術研究所 准教授
佐々木隆 国土技術政策総合研究所河川研究部水環境研究官
角哲也 京都大学防災研究所 教授 ＜委員長＞
関谷直也 東京大学大学院情報学環 准教授
中北英一 京都大学防災研究所 教授
森脇亮 愛媛大学大学院理工学研究科 教授
矢守克也 京都大学防災研究所 教授

異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実に向けて
～「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会」の提言～

【スケジュール】
９月27日 第1回検討会（現状と課題）

11月２日 第２回検討会 （骨子案）
11月27日 第３回検討会（とりまとめ）

①ハード対策（ダム再生等）とソフト対策（情報の充実等）を一体的に推進

②ダム下流の河川改修とダム上流の土砂対策、利水容量の治水への活用など、
流域内で連携した対策

③ダムの操作や防災情報とその意味を関係者で共有し避難行動に繋げる

国土交通省所管ダム５５８ダムのうち２１３ダムで洪水調節を実
施し、被害の軽減・防止効果を発揮。そのうち、８ダムにおいては、
洪水調節容量を使い切る見込みとなり、ダムへの流入量と同程
度のダム流下量（放流量）とする異常洪水時防災操作に移行。

＜平成30年７月豪雨のダムの防災操作（洪水調節）の状況＞

○異常豪雨によってダムの洪水調節容量を使い切ってしまうことに対し、
・事前放流により、より多くの容量を確保できないか
・異常洪水時防災操作に移行する前の通常の洪水調節段階により多くの放流ができないか
・気象予測に基づく操作を行うことはできないか

〇ダムの操作に関わる情報が住民の避難行動に繋がっていないことに対し、
・平常時から浸水等のリスク情報を提供し、認識の共有を図ることが必要ではないか
・情報提供を「伝える」から「伝わる」、さらには「行動する」ように変えることが必要ではないか
・情報提供を市長村長の判断に直結するよう変えることが必要ではないか

平成30年７月豪雨におけるダムに関する主な論点

対策の基本方針

【スケジュール】
9月27日
第１回検討会
（現状と課題）

11月 2日
第２回検討会
（骨子案）

11月27日
第３回検討会
（とりまとめ案）

日吉ダム
（水資源機構）

一庫ダム
（水資源機構）

岩屋ダム
（水資源機構）

鹿野川ダム
（四国地方整備局）

野村ダム
（四国地方整備局）

野呂川ダム
（広島県）

河本ダム
（岡山県）

のろがわ

こうもと

のむら

かのがわ

ひとくら

ひよし いわや

引原ダム
（兵庫県）

ひきはら

【凡例】

：防災操作（洪水調節）を実施したダム

：異常洪水時防災操作を実施したダム

：防災操作（洪水調節）を実施していないダム
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方策 課題 対応すべき内容

よ
り
効
果
的
な
ダ
ム
操
作
や
有
効
活
用

Ⅰ．洪水貯留準備操作（事前放流）に
より、より多くの容量の確保

降雨量等の予測精度（数日前）、貯水位が回復しな
かった場合の渇水被害リスク、利水者の事前合意

利水者との調整等による洪水貯留準備操作（事前放流）の充実

洪水貯留準備操作（事前放流）の高度化に向けた降雨量やダム流入量（数日前）の予測精度向上

利水容量内の放流設備の位置や放流能力等の制約 洪水貯留準備操作（事前放流）を充実させるためのダム再生の推進

Ⅱ．異常洪水時防災操作に移行する
前の通常の防災操作（洪水調節）
の段階で、より多くの放流

下流河川の流下能力不足による制約 洪水調節機能を有効に活用するためのダム下流の河川改修の推進

貯水位が低い時点の放流能力等による制約
利水容量の治水活用による洪水調節機能の強化

洪水調節機能を強化するためのダム再生の推進

Ⅲ．気象予測に基づく防災操作（洪水
調節）

降雨量・ダム流入量予測（数時間前）の精度
予測が外れた場合のリスク、地域の認識共有

防災操作（洪水調節）の高度化に向けた降雨量やダム流入量（数時間前）の予測精度向上

気象予測等に基づくダム操作の高度化を行う場合の環境整備等の対応

Ⅳ．洪水調節容量の増大
ダム型式、地形、地質・施工条件（ダムかさ上げ等）
他の目的を持つ容量の振替

ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進（容量を確保するための土砂対策等）

利水容量の治水活用による洪水調節機能の強化【再掲】

洪水調節機能を強化するためのダム再生の推進【再掲】

※全体に関連

ダムの操作規則の点検

ダム下流河川の改修やダム再生等により可能となる操作規則の変更

ダムの洪水調節機能を強化するための技術の開発・導入

気候変動による将来の外力の増大（降雨パターンの変化等を含む）への対応

よ
り
有
効
な
情
報
提
供
や
住
民
周
知

Ⅴ．平常時からの情報提供
～認識の共有～

ダム下流の浸水想定図等が作成されていない
ダム下流河川における浸水想定図等の作成

ダム下流の浸水想定等の充実と活用（市街地における想定浸水深等の表示等）

ダムの機能や操作等が十分に認知されていない
ダムの操作に関する情報提供等に関わる住民への説明

ダムの操作に関する情報提供等に関わる住民説明の定例化

防災情報が災害時の適切な行動に十分活用されて
いない

ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型の訓練

ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型訓練の定例化

Ⅵ．緊急時の住民への情報提供
～「伝える」から「伝わる」、
「行動する」へ～

緊急性や切迫感が十分に伝わっていない
ダム貯水池の状況が十分に伝わっていない
防災情報が利用されていない

洪水時のダムの貯水池の状況を伝えるための手段の充実、報道機関への情報提供

緊急時に地域の住民にとって有用となる防災情報ツールの共有

異常洪水時防災操作へ移行する際の放流警報の内容や手法の変更

ユニバーサルデザイン化された防災情報の提供、伝わりやすい防災用語の検討

プッシュ型配信等を活用したダム情報の提供の充実

ダムに関する情報伝達手法に関する技術開発

水害リスクを考慮した土地利用

情報の伝達範囲や手段等の充実

放流警報設備等の改良

放流警報設備等の施設の耐水化

電力供給停止時におけるダム操作に必要な電源等の確保

Ⅶ．緊急時の市町村への情報提供
～判断につながる情報提供～

市町村長が避難情報の発令を判断するために必要と
なる情報やその意味と伝達されるタイミング
ダム情報と避難情報の発令の関係の明確化

大規模氾濫減災協議会へのダム管理者の参画

避難勧告等の発令判断を支援するためのトップセミナーの開催

避難勧告等の発令判断を支援するためのトップセミナーの定例化

避難勧告等の発令判断を支援するための連絡体制強化

ダムの洪水調節機能を踏まえた避難勧告着目型タイムラインの整備

ダムの洪水調節機能を踏まえた避難勧告着目型タイムラインの充実

： 直ちに対応すべきこと ： 速やかに着手して対応すべきこと ： 研究・技術開発等を進めつつ対応すべきこと※凡例

異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実に向けて
～異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会の提言～
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大規模氾濫減災協議会

「直ちに対応すべきこと」

利水者等との調整による洪水貯留準備操作
（事前放流）の充実

ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進
（容量を確保するための土砂対策等）

ダムの操作規則の点検

あらかじめ利水者の協力等を得て、事前放流の充実
を図り、より多くの容量を確保

洪水調節容量

利水容量

事前放流により
容量を確保

堆砂掘削

各ダムの事前放流の実施上の課題、ダム下流河川の
整備状況等によるダム操作の課題等を点検し、課題
を解消

（１）より効果的なダム操作等による洪水調節
機能の強化

（２）住民等の主体的な避難の促進

（３）市町村長による避難勧告等の適切な発令の促進 （４）安定的なダム操作のための設備等強化

放流警報設備等の施設の耐水化

電力供給停止時におけるダム操作に必要な
電源等の確保

浸水想定図（イメージ図）

ダム下流河川における浸水想定図等の作成

ダムの操作に関する情報提供等に関わる住民への
説明

ダムの操作やその際に提供される情報とその意味、避難行
動との関係に関する説明や訓練の実施（ダムの機能やその
限界についても理解を深める）

洪水時のダムの貯水池の状況を伝えるた
めの手段の充実や報道機関への情報提供

地元ケーブルテレビを活用したダム貯水池の情報提供

緊急時に地域の住民にとって有用となる
防災情報ツールの共有

・その地域の住民の避難行動に有益な
ウェブサイト等の防災情報ツールを共有
・市町村と連携した整備

地域のスー
パーマーケッ
トに設置され
た地域気象
情報モニター
（三重県伊勢
市中島学区）

放流警報設備等の
改良

【（例）スピーカー（各警報所・警報車）から切迫感の伝わるアナウンスに変更】
旧：「異常洪水時防災操作に移行・・・・・・」 ⇒ 新：「これまでに経験のないような洪水・・、直ちに・・・・・」

異常洪水時防災操作へ移行する際の放流警報の内容や手法の変更

避難勧告等を発令する市町村とも連携しつつ、より切迫感を持って緊急性を伝えられるような警報
手法に変更

避難勧告等を発令する
市町村とも調整しつつ、
警報区間の見直し、
サイレンやスピーカ等の
設備改良等

ダムの洪水調節機能を踏まえた
避難勧告着目型タイムラインの整備

大規模氾濫減災協議会への
ダム管理者の参画

避難勧告等の発令判断を支援する
ためのトップセミナーの開催

避難勧告等の発令判断を支援する
ための連絡体制強化 ダム放流情報等と避難行動を整理

した防災行動計画の策定

ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型の訓練

避難訓練 ワークショップ

住民説明会 ダム操作室における説明会

防災トップセミナー リエゾン派遣 放流警報設備の浸水後の状況 3

・ダムの貯水位等の情報提供
・報道機関への情報提供

ダム管理者が大規模氾濫減災協議
会へ積極的に参画し、ダム情報等
の認識共有・連携強化

ハザードマップ作成支援
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ダム下流河川の浸水想定図
の充実と活用（市街地におけ
る想定浸水深等の表示等）

ユニバーサルデザイン
化された防災情報の提
供、伝わりやすい防災
用語の検討

プッシュ型配信等を活用したダム情
報等の提供の充実

プッシュ型配信等の調整・整備（エリアメー
ルの活用等）
※ダム管理者から直接的に住民等に情報提供
するための検討

・ダム放流量等の危険度レベルを用いたカラー
表示の情報発信の試行
・伝わりやすい防災用語の検討

ダムに係る情報伝達手法に関する技術開発

（１） 洪水調節機能の更なる強化

（２） 住民等の主体的な避難の更なる促進

（１） より効果的なダム操作等による洪水調節機能の強化

（２） 住民等の主体的な避難の促進

（３） 市町村長による避難勧告等の適切な発令の促進

洪水調節の高度化に向けた降雨量やダム流入量（数時間前）の予測精度向上

気象予測等に基づくダム操作の高度化を行う場合の環境整備等の対応

将来的に気象予測等に基づく操作を行うとした場合において、予測と異なる結果となった場合
の浸水等の被害リスクを社会的に受容し、リスクを考慮した地域づくりなどの環境整備や制度
等のリスクの配分の考え方に関する検討を実施

・降雨量やダム流入量の予測精度を向上させる技術開発（レーダー等による短時間降雨予測含む）
・ダム管理の観点から操作を高度化するにあたり求められる予測精度の明確化

浸水被害
発生

＜計画規模を大きく超える洪水を予測し、早めに放流量を増加＞

流
量 浸水被害

発生

流
量 流入量

放流量

ピーク放流量
の減少

早くから浸水被害が発生
早めの避難が必要

本来回避できるはず
の浸水被害が発生

点線（青）は
現行操作

②予想を下回る洪水だった場合①予想が的中した場合

流入量

降雨量予測精度
の向上

ダム流入量予測
精度の向上

予測精度の向上に基づく
ダムの操作の高度化

事前放流の高度化に向けた降雨量やダム流入量（数日前）の予測精度向上

アンサンブル予測の活用や流域内の利水ダムも含めたダム群で治水・利水の役割をカバー
するバックアップ制度に関する方法論の確立に向けた検討等を含め、技術開発の推進

ダムの洪水調節機能を強化するための技術の開発・導入

気候変動による外力の増大（降雨パターンの変化等を含む）への対応

維持管理や施工、ダム管理等に関する技術について、AI活用等も含め、先端的な技術の開発

ダムを含む治水計画等へ考慮する方法について検討

かさ上げ

既設ダム

洪水調節機能を強化するためのダム再生の推進

容量の増大

利水容量の治水活用、放流能力の増強、ダムの嵩上げ等により、ダム再生の推進。

死水容量

洪水調節容量

堆砂容量

利水容量

目
的
別
の
容
量
の
振
替

放流管の増設

堆砂容量

洪水調節容量

利水容量

利水容量の治水活用による洪水調節機能の強化

▽堤防整備後の流量

▽堤防未整備時の流量

洪水調節機能を確保するためのダム下流の河川改修の推進

施設整備前
ダム流下量（放流量） 時間

ダムへの流入量

施設整備後

ダム流下量（放
流量）

ダム下流の河川

堤防整備

下流河川の流下能力不足により、ダムの有する放流能力よりも減量して放流しているダムに
おけるダム下流の河川改修の推進

河川の改修やダム再生
等により可能となる
操作規則の変更

流
量

洪水貯留準備操作（事前
放流）を充実させるための
ダム再生の推進

事前放流を充実させるため、
より多くの容量をより短期間で確
保するための放流能力の増強

ダムの洪水調節機能を踏ま
えた避難勧告着目型タイム
ラインの充実

避難勧告等の発令判断を
支援するためのトップセミ
ナーの定例化

ダムの操作に関する情
報提供等に関わる住民
説明の定例化

ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型訓練の定例化

トップセミナーの定例化、
より実践的なセミナーと
なるよう改善・充実

タイムラインの
更新・改善・充実

「研究・技術開発等を進めつつ対応すべきこと」

河川の４段階の水位表示と同色

レベル１（安全）：

レベル２（注意）：

レベル３（危険）：

レベル４（非常）：

表示イメージ

説明会等の定例
化、ダム操作の体
現型ツールを用
いるなどの工夫

「速やかに着手して対応すべきこと」

ダム操作のトレードオフの関係を
踏まえつつ関係者と認識共有

4

水害リスクを考慮した土地利用

ダムに係る効果的な情報伝達手法の技術開発 リスクの低い地域への土地利用の誘導等
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〇豪雨の特徴

野村ダム（四国地方整備局）
のむら

洪水時最高水位

洪水貯留準備水位

鹿野川ダム（四国地方整備局）
かのがわ ※事前放流実施、暫定的な操作規則

岩屋ダム（水資源機構）
いわや

一庫ダム（水資源機構）
ひとくら ※暫定的な操作規則

日吉ダム（水資源機構）
ひよし ※事前放流実施、暫定的な操作規則

・梅雨前線が日本付近に停滞し、日本付近に暖かく非常に
湿った空気が供給され続け、大雨となりやすい状況が長
期間継続

・西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となり、
特に長時間の大雨について多くの観測地点で観測史上
１位を更新

・瀬戸内地方など、これまでの主要洪水の気象要因が主
に台風性の地域において、今回前線性の豪雨により、既
往の実績を超える洪水が発生

・長時間にわたる降雨期間中に複数回にわたり線状に近
い強雨域が西日本を通過し、複数回のピーク流量を形成
する洪水が発生

・国土交通省所管ダムの約４割(213ダム)が洪水調節を実施（そのうち８ダムが異常洪水時防災操作に移行）、流域の被害軽減・防止に効果を発揮
・野村ダムと鹿野川ダムは操作規則に則って操作されているが、この度の豪雨に対して洪水調節機能が不足しており、このようなダムが、今後の同等程度以上の洪水を
十分に低減させるためには、洪水調節機能を向上させることが必要
・気象予測等に基づく防災操作（洪水調節）を操作規則に反映させるためには、更なる技術開発が必要
・ダムの洪水調節能力には限界があり、施設能力を超える洪水に対しては、住民の避難行動に繋がる情報を的確に提供し、社会全体で洪水氾濫に備えなければならない
・ダム放流量等の情報は、ダムの操作規則等に基づきダム管理者から関係機関へ通知されるほか、ダム管理者から市町村へのホットラインにより伝達等しているものの、
情報のインパクトが足りないことや情報の持つ意味が十分に共有されずに確実な避難行動に結び付いていないことが課題

48時間降水量の期間最大値（期間2018年6月28日～7月8日）

広い範囲で記録的な大雨

観測史上1位の更新箇所数
（時間降水量別）

観測史上1位の
更新箇所数

1時間
降水量

3時間
降水量

6時間
降水量

12時間
降水量

24時間
降水量

48時間
降水量

72時間
降水量

122箇所

124箇所

14箇所

16箇所

31箇所

48箇所

76箇所

※気象庁ウェブサイトを基に作成
〇ダムの防災操作（洪水調節）の総括

※異常洪水時防災操作に移行した国・水資源機構のダムの洪水調節状況を例示

洪水時最高水位

洪水貯留準備水位

洪水時最高水位

洪水貯留準備水位

洪水時最高水位

洪水貯留準備水位

洪水時最高水位

洪水貯留準備水位

長時間にわたる降雨による複数のピーク流量を形成する洪水により、洪水調節容量を長時間にわたり使用し続けたダム
急激な降雨の増大による鋭いピーク流量を形成する洪水により、洪水調節容量を短時間で一気に使用したダム
洪水貯留準備操作（事前放流）を実施してもなお洪水調節容量を使い切り、異常洪水時防災操作へ移行したダム
下流河川の流下能力等に応じた暫定的な操作規則において、洪水調節容量を使い切り、異常洪水時防災操作へ移行したダム

＜ダムの洪水調節の特徴：洪水調節容量の６割以上を使用した22ダム＞

平成30年７月豪雨の特徴とダムの防災操作（洪水調節）の総括 長時間の大雨

※暫定的な操作規則

5
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布目川（布目ダム下流）平面図

奈良市

布目ダム

6



ダム洪水調節のしくみ

令和元年５月２９日

（独）水資源機構 木津川ダム総合管理所
7



洪水に備えて容量を
空けておく。

 台風や大雨による洪水が起きやすい季節に、予め貯水位を下げておく。

①洪水への備え

※通常のダム操作

流入量＝放流量

ダムからの放流量

ダムへの流入量

国土交通省中国地方整備局HPから転載 (一部加筆） 28



 ダムに流入する洪水を貯め込み、下流に流す水の量を減らす。

洪水を貯め込み、
一部を下流に流す。

ダムへの流入量

ダムからの
放流量

放流量 ＜ 流入量

計画規模以下の洪水が発生した場合

国土交通省中国地方整備局HPから転載 (一部加筆）

②防災操作（洪水調節）

39



計画規模を超える洪水が発生した場合

 洪水を貯めこむ容量が一杯になった場合は、ダムへの流入量と、ダムからの

放流量を等しくする。 ※放流量が流入量を上回ることはない。

放流量 ＝ 流入量

ダムへの流入量
これ以上貯め込む

容量がない。

異常洪水時防災操作

• 計画を超える洪水が発生し貯水
位が洪水時最高水位を超えるこ
とが予想される場合に行う操作

国土交通省中国地方整備局HPから転載 (一部加筆）

③異常洪水時防災操作

ダムからの放流量

計画規模を超える洪水の場合、ダムは河道で安全

に流せる程度まで流量を減少させており、その洪水

調節により洪水ピーク時間を遅らせるなど、洪水効

果は大きいが、ダムの容量にも限界があるので、調

節できる量が少なくなり、最終的には流入量とほぼ

同量を流すようになる操作。

410



次の洪水に備えて
容量を空ける。

 洪水後、貯水池で水を貯めた分、水位が高くなっているため、次の洪水に備えて

水を放流し容量を空ける。（放流の際には、下流の状況を考慮する。）

ダムからの放流量

ダムへの流入量

放流量 ＞ 流入量
国土交通省中国地方整備局HPから転載 (一部加筆）

④次の洪水への備え

511



青蓮寺・室生・比奈知ダムの洪水調節（本則操作）

洪水調節計画図

青 蓮 寺 ダ ム 室 生 ダ ム 比 奈 知 ダ ム

洪水調節(イメージ）

計画流入量 ９８０m3/s

ダム流入量

ダム放流量

ダムに貯留

４５０m3/s

一定量放流

計画流入量 ７３０m3/s

ダム流入量

ダム放流量

ダムに貯留

３００m3/s

一定量放流

計画流入量 ９２０m3/s

ダム流入量

ダム放流量

ダムに貯留

３００m3/s

一定量放流

洪水調節容量

○ 洪水をダムの洪水調節容量に貯め込み
下流に流す水量を減少させます。

ダムに貯留

時 間

時 間 時 間 時 間

流

量

流

量

流

量

ダム放流量

ダム流入量

612



計画流入量 3,400m3/s

ダム流入量

ダム放流量

ダムに貯留

1,800m3/s

洪水調節容量

ダムに貯留

時 間

時 間

流

量

ダム放流量

ダム流入量

1,300m3/s
調節開始

洪水調節計画図

高 山 ダ ム

洪水調節(イメージ）

一定量一定率

○ 洪水をダムの洪水調節容量に
貯め込み、下流に流す水量を
減少させます。

高山ダムの洪水調節（本則操作）

713



計画流入量 ４６０m3/s

ダム流入量

ダム放流量

ダムに貯留

１５０m3/s

洪水調節容量

ダムに貯留

時 間

時 間

流

量

ダム放流量

ダム流入量

１００m3/s
調節開始

布目ダムの洪水調節（本則操作）

洪水調節計画図

布 目 ダ ム

洪水調節(イメージ）

一定量一定率

○ 洪水をダムの洪水調節容量に
貯め込み、下流に流す水量を
減少させます。

814



異常洪水時防災操作（大規模洪水時のダムの操作）

中小規模洪水
（本則操作）

大規模洪水
（異常洪水時防災操作）

本則操 作

ダムなし 異常洪水時防災操作

本 則 操 作

満杯

50％

0 ％

満杯

50％

0 ％
時 間 時 間

ダム流入量

ダム放流量（本則操作）

ダム流入量

（異常洪水時防災操作）

ダムの貯留

ダムの貯留

時 間

流

量

流

量

時 間

浸水被害 小
（河川状況により異なります）

浸水被害 大

洪水調節容量 洪水調節容量

ダム放流量
（本則操作）

915



10

〔通知と警報のタイミング〕

放流連絡と一般への周知

※通知については、上記以外にも通知を行った内容が、降雨の影響などによ
り、大きく異なった場合にも行うことがあります。
※下流巡視は、上記以外にも必要に応じて行うことがあります。

警報の種類

ゲート放流開始

洪水調節開始

異常洪水時防災
操作開始

急激放流開始

ダム等の状況

低水放流設備より
ゲートへ移行

洪水を防ぐため貯留開始

計画を上回る洪水の場合

一度に多量の雨が
降った場合

〃

〃

〃

１時間前

通知

１時間前

３時間前

１時間前

１時間前

開始時

終了時

３０分前

下流巡視
・警報

－

３時間前（警報）

３０分前

３０分前

－

－

放流量更新 降雨予測が多くなり
放流量予測値が更新 開始時 －

異常洪水時防災
操作開始

異常洪水時防災
操作開始

異常洪水時防災
操作開始

1016

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・以上が、一連の放流連絡の内容ですが、放流連絡と一般への周知について、分かりやすいように表にしています。・警報の種類は、８種類あり、通知のタイミングが１時間前、3時間前、開始時、終了時となります。・下流巡視・警報については、ゲート放流前・急激放流開始前、異常洪水時防災操作開始３０分前となります。【サイレン・スピーカの数量】・室生ダムから合流の名張地点（瀬古口）までは１６箇所、治田まで残り１９箇所・青蓮寺ダムから比奈知合流点までは３箇所、合流点から名張地点（瀬古口）までは３箇所・比奈知ダムから青蓮寺からの合流点は１１箇所【巡視時間】・比奈知ダム～夏美（青蓮寺合流点）　　６０分・青蓮寺ダム～夏美　　 ２０分　→　夏美～瀬古口（合流点）　２０分・室生ダム～瀬古口（合流点）　１００分・瀬古口（合流点）～治田　１２０分



放流警報と下流巡視

凡例

室生ダム

青蓮寺ダム

比奈知ダム

比奈知ダム

室生ダム

宇陀川

高山ダム

青蓮寺ダム

青蓮寺川

名張川

巡視します！

サイレンを
鳴らします！

巡視の状況

1117

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・以上が、一連の放流連絡の内容ですが、放流連絡と一般への周知について、分かりやすいように表にしています。・警報の種類は、８種類あり、通知のタイミングが１時間前、3時間前、開始時、終了時となります。・下流巡視・警報については、ゲート放流前・急激放流開始前、異常洪水時防災操作開始３０分前となります。【サイレン・スピーカの数量】・室生ダムから合流の名張地点（瀬古口）までは１６箇所、治田まで残り１９箇所・青蓮寺ダムから比奈知合流点までは３箇所、合流点から名張地点（瀬古口）までは３箇所・比奈知ダムから青蓮寺からの合流点は１１箇所【巡視時間】・比奈知ダム～夏美（青蓮寺合流点）　　６０分・青蓮寺ダム～夏美　　 ２０分　→　夏美～瀬古口（合流点）　２０分・室生ダム～瀬古口（合流点）　１００分・瀬古口（合流点）～治田　１２０分



放流連絡等のタイミング

（異常洪水時）

1218

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に布目ダムにおける放流連絡と一般への周知について説明します。



13

放流連絡等のタイミング（異常洪水時）

ダム流入量

ダムへ入る量と同じ量
になります

これ以上貯められない

満 水

自然の川と同じ状態になります

ダム流入量

ダム放水量ダムに貯留

異常洪水時防災操作に移行し
徐々に放流量は増加します

ダムが満水に
なりそうです

（サイレン吹鳴 ６回）

1319

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に布目ダムにおける放流連絡と一般への周知について説明します。
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Ｗｅｂ等から得られる情報 ①

川の防災情報（国土交通省所管）

Ｘバンド雨量レーダ

河川水位情報

水防情報など

http://www.river.go.jp/kawabou/ipTop
Gaikyo.do

20

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○三番目の目的の新規利水です。Ｃｆ○新規利水容量 ： ７千８百万m3○１２３万人の根拠　・一人一日平均水道使用量：３１６㍑／人・日　（日本の水資源17年版より）　　・算定式　　　　１２３万人 ＝ 4.5m3/s×86,400s/日／（316㍑/人・日/1,000㍑/m3）
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水機構が発出するリアルタイム情報

■雨量水位一覧 ■ダム諸量図・グラフ 水位グラフなど

http://water.on.arena.ne.jp/wkansai/G1000001.htm

Ｗｅｂ等から得られる情報 ②-1
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○三番目の目的の新規利水です。Ｃｆ○新規利水容量 ： ７千８百万m3○１２３万人の根拠　・一人一日平均水道使用量：３１６㍑／人・日　（日本の水資源17年版より）　　・算定式　　　　１２３万人 ＝ 4.5m3/s×86,400s/日／（316㍑/人・日/1,000㍑/m3）



16

水機構が発出するリアルタイム情報

■雨量水位一覧 ■ダム諸量図・グラフ 水位グラフなど

http://water.on.arena.ne.jp/wkansai/G1000001.htm

Ｗｅｂ等から得られる情報 ② -2

22

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○三番目の目的の新規利水です。Ｃｆ○新規利水容量 ： ７千８百万m3○１２３万人の根拠　・一人一日平均水道使用量：３１６㍑／人・日　（日本の水資源17年版より）　　・算定式　　　　１２３万人 ＝ 4.5m3/s×86,400s/日／（316㍑/人・日/1,000㍑/m3）
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水機構が発出するリアルタイム情報

■雨量水位一覧 ■ダム諸量図・グラフ ■水位グラフ など

http://water.on.arena.ne.jp/wkansai/G1000001.htm

Ｗｅｂ等から得られる情報 ②-3
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○三番目の目的の新規利水です。Ｃｆ○新規利水容量 ： ７千８百万m3○１２３万人の根拠　・一人一日平均水道使用量：３１６㍑／人・日　（日本の水資源17年版より）　　・算定式　　　　１２３万人 ＝ 4.5m3/s×86,400s/日／（316㍑/人・日/1,000㍑/m3）


