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雨水貯留浸透施設の整備
（札幌市,千歳市,恵庭市,北広島市,江別市,長沼町,南幌町ほか）

多面的な防災情報の発信（石狩市ほか）

石狩市
いしかりし

当別町
とうべつちょう

江別市
えべつし

新篠津村
しんしのつ むら

札幌市
さっぽろし

南幌町
なんぽろちょう

長沼町
ながぬまちょう

北広島市
きたひろしまし

恵庭市
えにわし 千歳市

ちとせ し

由仁町
ゆにちょう

栗山町
くりやまちょう

岩見沢市
いわみざわし

夕張市
ゆうばりし
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【位置図】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

千歳川

豊平川

夕張川

石狩川

〔1/4〕

石狩川中流
当別圏域
河川整備

石狩川下流
夕張川圏域
河川整備

石狩川下流
札幌圏域
河川整備

石狩川下流
千歳圏域
河川整備

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、社会、経済、文化の基盤である石狩川流域において
も事前防災対策を進める必要があり、国管理区間においては、石狩川等の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和56年8月洪水と同
規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。
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■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、北村遊水地整備、幾春別川総合開発事業、雨竜川ダム再生事業、堤
防強化、冬季出水に備えた排水機場の無水化、放水路整備 等

・利水ダム等58ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道雨水管等の整備

・雨水貯留浸透施設の整備 （校庭貯留、調整池の整備等）
・旧川や公園・緑地等の保全・活用
・自然遊水機能を有する国有地の活用検討
・農業水利施設の活用
・水田の貯留機能向上
・土砂災害対策（砂防関係施設の整備）
・治山対策
・森林整備（間伐・植樹等） 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のた
めの対策
・地下空間の浸水対策

・災害に強い庁舎の整備

・多面的な防災情報の発信

・市民等を対象とした水防教育、防災意識の啓
発活動

・国・北海道・市が連携した各種タイムラインの普
及促進

・緊急排水作業の準備計画策定

・水災害リスク空白域の解消に向けた取組

・ハザードマップの周知および住民の水災害リス
クに対する理解促進の取組

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作
成促進と避難の実効性確保 等

治山対策

森林整備

定山渓ダム

砥山ダム

豊平峡ダム
漁川ダム

千歳第三ダム
千歳第四ダム

川端ダム

クオーベツダム

清水沢ダム

夕張シューパロダム

清水の沢ダム

旭町第二ダム

旭町第一ダム

栗山ダム

幌向ダム

二の沢ダム

一の沢ダム

三の沢第一ダム

千代谷ダム

三の沢第二ダム

宝池ダム

※具体的な対策内容については、
今後の調査・検討等により変更となる
場合がある。

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等
事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等
事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等
事前放流等

事前放流等①石狩川・豊平川・千歳川・夕張川

■被害対象を減少させるための対策
・水災害のリスクに応じた土地利用・住まい方の工夫
・まちづくりや防災等の地域計画と一体となった河川防災ステーション等の整備
・まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

水害リスクに応じた土地利用・住まい方の工夫（札幌市） 地下空間の浸水対策（札幌市ほか）

地下空間への流入防止の対策

校庭貯留 調整池の整備

旧川や公園・緑地等の保全・活用
（千歳市,恵庭市,北広島市,江別市,長沼町,南幌町ほか）

旧川等の保全

公園整備・保全

自然遊水機能を有する国有地の活用検討

国有地の活用検討

凡 例

堤防決壊箇所（S56.8洪水実績※ ）

堤防決壊箇所（H28.8洪水実績※ ）

堤防整備 河道掘削

下水道雨水管等整備

浸水範囲（S56.8洪水実績）

浸水範囲（H13.9洪水実績）

浸水範囲（H28.8洪水実績）

主要都市の市街地

大臣管理区間

２－７区間 ※国管理河川区間

土地利用・住まい方の工夫

雨水貯留

地下空間の浸水対策

雨水貯留

雨水管等整備

防災訓練・防災教育

自然地保全・活用

多面的防災情報

雨水貯留

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

雨水貯留 自然地保全・活用

自然地保全・活用

雨水貯留

自然地保全・活用

雨水貯留

自然地保全・活用

国有地の活用検討

自然地保全・活用

国有地の活用検討

森林整備

タイムライン

水田貯留

農業水利施設の活用

自然地保全・活用

下水道雨水管等の整備
（千歳市ほか）

砂防関係施設の整備

マイタイムライン

自然地保全・活用

事前放流等
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水田の貯留機能向上
（岩見沢市,美唄市ほか）

旧川や公園・緑地等の保全・活用
（岩見沢市,美唄市,三笠市,新篠津村,月形町ほか）

農業水利施設の活用
（岩見沢市,美唄市ほか）

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【位置図】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～ 〔2/4〕

三笠ぽんべつダム

桂沢ダム

新桂沢ダム

②石狩川・幾春別川

1
0

1
5

北村遊水地整備

江別市
え べつ し

栗山町
くりやまちょう

岩見沢市
いわみ ざわ し

夕張市
ゆう ばり し

月形町
つきがたちょう

美唄市
び ばい し

三笠市
み かさ し

芦別市
あしべつ し浦臼町

うらうすちょう

奈井江町
な い え ちょう

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

石狩川中流
岩見沢地区圏域
河川整備

←東利根別川

石狩川中流
当別圏域
河川整備

堤防強化

砂防関係施設の整備

治山対策

森林整備

当別ダム

茂平沢第二ダム

旭町第一ダム
栗山ダム

幌向ダム

二の沢ダム

一の沢ダム

三の沢第一ダム

三の沢第二ダム

宝池ダム

旭町第二ダム

夕張シューパロダム

ヌッパの沢ダム

落合左股ダム

美唄ダム

豊ヶ丘ダム

月形ダム

青山ダム

千代谷ダム

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・地下空間の浸水対策

・災害に強い庁舎の整備

・多面的な防災情報の発信

・市民等を対象とした水防教育、防災意識の啓発活動

・国・北海道・市が連携した各種タイムラインの普及促進

・緊急排水作業の準備計画策定

・水災害リスク空白域の解消に向けた取組

・ハザードマップの周知および住民の水災害リスクに対する理解促進の取組

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保 等

■被害対象を減少させるための対策
・水災害のリスクに応じた土地利用・住まい方の工夫、
・まちづくりや防災等の地域計画と一体となった河川防災ステーション等の整備
・まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

石狩川

幾春別川

市民等を対象とした水防教育、防災意識の啓発活動

１日防災学校の実施 自治会の防災学習

水防訓練及び住民避難訓練

豪雨災害対策研修の実施

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、北村遊水地整備、幾春別川総合開発事業、雨竜川ダム再生事業、堤
防強化、冬季出水に備えた排水機場の無水化、放水路整備 等

・利水ダム等58ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道雨水管等の整備

・雨水貯留浸透施設の整備 （校庭貯留、調整池の整備等）
・旧川や公園・緑地等の保全・活用
・自然遊水機能を有する国有地の活用検討
・農業水利施設の活用
・水田の貯留機能向上
・土砂災害対策（砂防関係施設の整備）
・治山対策
・森林整備（間伐・植樹等） 等

水田貯留

自然地保全・活用

新篠津村
しんしのつむら

水田貯留

水田貯留

自然地保全・活用

凡 例

堤防決壊箇所（S56.8洪水実績※ ）

堤防決壊箇所（H28.8洪水実績※ ）

堤防整備 河道掘削

下水道雨水管等整備

浸水範囲（S56.8洪水実績）

浸水範囲（H13.9洪水実績）

浸水範囲（H28.8洪水実績）

主要都市の市街地

大臣管理区間

２－７区間 ※国管理河川区間

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

事前放流等

農業水利施設の活用

農業水利施設の活用

自然地保全・活用

雨水貯留

自然地保全・活用

タイムライン

自然地保全・活用

旧川等の保全

公園整備・保全

旧川等の保全

旧川等の保全

自然地保全・活用

防災訓練・防災教育

幾春別川総合開発事業
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災害に強い庁舎の整備（砂川市、深川市ほか）
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浦臼町
うらうすちょう

奈井江町
な い え ちょう

上砂川町
かみすながわちょう

歌志内市
うた し ない し

砂川市
すな がわ し

新十津川町
しん と つ かわちょう

滝川市
たきかわ し 赤平市

あかびら し

雨竜町
う りゅうちょう

妹背牛町
も せ うし ちょう北竜町

ほくりゅうちょう

秩父別町
ちっ ぷ べつちょう

深川市
ふかがわ し

沼田町
ぬま た ちょう

雨竜川

石狩川

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【位置図】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～ 〔3/4〕

※具体的な対策内容については、
今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

石狩川上流
深川圏域
河川整備

石狩川中流
徳富川圏域
河川整備

石狩川中流
空知川圏域
河川整備

砂防関係施設の整備

治山対策

森林整備

砂川市

徳富ダム

新十津川ダム

和歌ダム

日進甲ダム

福井谷川ダム

尾白利加ダム
エルムダム

江部乙一号ダム

稲田ダム

上湯内ダム

岩村ダム

藤沢ダム

幌新ダム

沼田ダム

白木沢ダム

鷹泊ダム

美唄ダム

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

幌加内町
ほろ か ないちょう

雨竜川上流

雨竜川ダム再生事業

雨竜第一ダム

雨竜第二ダム

雨煙内ダム

下幌加内ダム

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・地下空間の浸水対策

・災害に強い庁舎の整備

・多面的な防災情報の発信

・市民等を対象とした水防教育、防災意識の啓発活動

・国・北海道・市が連携した各種タイムラインの普及促進

・緊急排水作業の準備計画策定

・水災害リスク空白域の解消に向けた取組

・ハザードマップの周知および住民の水災害リスクに対する理
解促進の取組

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避
難の実効性確保 等

■被害対象を減少させるための対策
・水災害のリスクに応じた土地利用・住まい方の工夫、
・まちづくりや防災等の地域計画と一体となった河川防災ステーション等の整備
・まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

③石狩川・雨竜川

利水ダム等58ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

雨竜第１ダム（北海道電力（株））提供

下水道雨水管等の整備
（滝川市,砂川市ほか）

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、北村遊水地整備、幾春別川総合開発事業、雨竜川ダム
再生事業、堤防強化、冬季出水に備えた排水機場の無水化、放水路整備 等

・利水ダム等58ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道雨水管等の整備

・雨水貯留浸透施設の整備 （校庭貯留、調整池の整備等）
・旧川や公園・緑地等の保全・活用
・自然遊水機能を有する国有地の活用検討
・農業水利施設の活用
・水田の貯留機能向上
・土砂災害対策（砂防関係施設の整備）
・治山対策
・森林整備（間伐・植樹等） 等

水田の貯留機能向上
（深川市,奈井江町ほか）

治山対策（国・北海道）

床固工

森林整備（国・北海道ほか）

山腹工

市民等を対象とした水防教育、防災意識の啓発活動

国・北海道・市が連携した各種タイムラインの普及促進
（滝川市ほか）

ハザードマップの周知および住民の水害リスクに
対する理解促進の取組（砂川市ほか）

まるごとまちごとハザードマップの設置促進ハザードマップを使用した防災講座

１日防災学校の開催

防災組織設立の支援

尾白利加ダム（北海道開発局）

水田貯留

水害に強い庁舎

水害に強い庁舎

タイムライン

凡 例

堤防決壊箇所（S56.8洪水実績※ ）

堤防決壊箇所（H28.8洪水実績※ ）

堤防整備 河道掘削

下水道雨水管等整備

浸水範囲（S56.8洪水実績）

浸水範囲（H13.9洪水実績）

浸水範囲（H28.8洪水実績）

主要都市の市街地

大臣管理区間

２－７区間 ※国管理河川区間

雨水管等整備

水田貯留

水田貯留

水田貯留

水田貯留

水田貯留

防災訓練・防災教育

恵岱別ダム

事前放流等

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

雨水管等整備

雨水管等整備

まるまち

間伐実施前 間伐実施後

水害に強い庁舎

深川市
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利水ダム等58ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【位置図】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～ 〔4/4〕

6
5

芦別市
あしべつ し

奈井江町
な い え ちょう

上砂川町
かみすながわちょう

歌志内市
うた し ない し

砂川市
すな がわ し

滝川市
たき かわ し

赤平市
あかびら し

上富良野町
かみ ふ ら の ちょう

中富良野町
なか ふ ら の ちょう

富良野市
ふ ら の し

南富良野町
みなみふ ら の ちょう

④空知川

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

石狩川上流
富良野圏域
河川整備

←ヌッカクシ富良野川

砂防関係施設の整備

治山対策

森林整備

金山ダム

滝里ダム

江幌ダム

日新ダム

野花南ダム（かんがい）

野花南ダム（発電）

芦別ダム

エルムダム

江部乙一号ダム

美唄ダム

落合左股ダム

三笠ぽんべつダム

新桂沢ダム

桂沢ダムヌッパの沢ダム

事前放流等事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

事前放流等

■被害対象を減少させるための対策
・水災害のリスクに応じた土地利用・住まい方の工夫
・まちづくりや防災等の地域計画と一体となった河川防災ステーション等の整備
・まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、北村遊水地整備、幾春別川総合開発事業、雨竜川ダム再生事業、堤
防強化、冬季出水に備えた排水機場の無水化、放水路整備 等

・利水ダム等58ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道雨水管等の整備

・雨水貯留浸透施設の整備 （校庭貯留、調整池、雨水管の整備等）
・旧川や公園・緑地等の保全・活用
・自然遊水機能を有する国有地の活用検討
・農業水利施設の活用
・水田の貯留機能向上
・土砂災害対策（砂防関係施設の整備）
・治山対策
・森林整備（間伐・植樹等） 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・地下空間の浸水対策

・災害に強い庁舎の整備

・多面的な防災情報の発信

・市民等を対象とした水防教育、防災意識の啓発活動

・国・北海道・市が連携した各種タイムラインの普及促進

・緊急排水作業の準備計画策定

・水災害リスク空白域の解消に向けた取組

・ハザードマップの周知および住民の水災害リスクに対する理
解促進の取組

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避
難の実効性確保 等

芦別ダム（北海道電力（株）提供）

まちづくりや防災等の地域計画と一体となった
河川防災ステーション等の整備

野花南ダム（北海道電力（株）提供）

治山対策（国・北海道） 森林整備（国・北海道ほか）

床固・谷止工 列状間伐

災害に強い庁舎の整備
（富良野市ほか）

市民等を対象とした水防教育、
防災意識の啓発活動（芦別市ほか）

国・北海道・市が連携した
各種タイムラインの普及促進（南富良野町ほか）

凡 例

堤防決壊箇所（S56.8洪水実績※ ）

堤防決壊箇所（H28.8洪水実績※ ）

堤防整備 河道掘削

下水道雨水管等整備

浸水範囲（S56.8洪水実績）

浸水範囲（H13.9洪水実績）

浸水範囲（H28.8洪水実績）

主要都市の市街地

大臣管理区間

２－７区間 ※国管理河川区間

雨水管等整備

水害に強い庁舎

水田貯留

地域計画と一体となった
河川防災ステーション等の整備

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

防災訓練・防災教育

水害に強い庁舎

タイムライン

雨水管等整備

雨水管等整備

まるまち

タイムライン

石狩川

空知川
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短期 中期 中長期

札幌開発建設部

札幌開発建設部、北海道、市町村、電

力会社、土地改良区など

市町村

市町村

札幌開発建設部、市町村

札幌開発建設部、旭川開発建設部、北

海道、市町村

札幌開発建設部、北海道

北海道森林管理局、北海道

北海道森林管理局、森林整備セン

ター、北海道、市町村　等

札幌市

札幌開発建設部、市町村

札幌開発建設部

札幌開発建設部、北海道、市町村

札幌開発建設部、北海道、市町村

まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

被害の軽減、早期復
旧・復興のための対
策

被害を軽減させる取り組みの推進

早期復旧・復興のための対策

区分 対策内容

被害対象を減少させ
るための対策

水災害のリスクに応じた土地利用・住まいの工夫

市街地等を土砂・洪水氾濫から守る砂防関係施設の整備

山地災害から流域を守る治山対策

まちづくりや防災等の地域計画と一体となった
河川防災ステーション等の整備

流域内の人口・資産を守るための河道掘削･堤防整備等

浸水被害の軽減を図り市街地を守る下水道雨水管等の整備

実施主体
工程

氾濫をできるだけ防
ぐ・減らすための対
策

治水安全度の向上に大きく寄与する抜本的な治水対策の
重点実施（北村遊水地、幾春別川総合開発、雨竜川ダム再生）

流域内の浸水被害防止・軽減のための
利水ダム等58ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

河川への雨水流出の抑制や内水被害軽減のための
雨水貯留浸透施設の整備、旧川や公園・緑地などの保全・活用

湛水被害の軽減に貢献する食料安定生産のための
農業施設整備等

森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制のための森林整備

河川への雨水流出の抑制や内水被害軽減のための
遊水機能を有する国有地の活用検討

札幌開発建設部、北海道

石狩川下流部、豊平川 等

石狩川中流部、千歳川 等

石狩川上流部、雨竜川 等

●石狩川では、上流部・中流部・下流部の流域全体を俯瞰的にとらえ、地域の産業と住民の安心・安全確保に向けた対応を推進する。特に、
北海道における社会・経済・文化の基盤である「石狩川流域」の特徴を踏まえて、河道掘削や堤防整備等に加えて、流水の貯留機能拡大
（利水ダム等における事前放流の実施、体制構築）、流域の雨水貯留機能の向上（校庭貯留、調整池、雨水管の整備等）、タイムライン
の活用等、国・北海道・流域市町村が一丸となり、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】流域内の人口・資産が集中する下流部等での重大災害の発生を未然に防ぐため、河道掘削・堤防整備等を推進。
【中期】中流・下流部等の河道掘削・堤防整備等を推進するとともに、治水安全度の向上に大きく寄与する抜本的な治水対策として、遊水

地やダムの整備を推進。
【中長期】上流部の河道掘削・堤防整備等の推進により、流域内全体の安全度向上を図る。

気候変動を踏ま
えた更なる対策
を推進

旧川や公園・緑地などの保全・活用

国有地の活用検討

下水道雨水管等の整備

水田貯留機能向上の促進

砂防関係施設の整備

治山施設等の整備

植栽・間伐等の森林整備の実施

防災ステーション等の整備

浸水想定情報提供検討

緊急排水作業準備計画策定

災害に強い庁舎の整備等タイムラインの普及促進 等

緊急排水作業準備計画検討

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【ロードマップ･効果】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【ロードマップ･効果】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

←
千
歳
川

雨
竜
川→

旭川市

中長期

←

千
歳
川

札幌市

雨
竜
川→

旭川市

現在 短期

(北村遊水地)

中期

河川改修事業の概成
浸水被害の大幅解消

(雨竜川ダム再生)：約40km上流

雨
竜
川→

旭川市

←

千
歳
川

※直轄管理区間において、昭和５６年８月洪水と同程度の洪水

が発生した場合に、各氾濫ブロックで被害最大箇所が破堤した
場合の浸水想定

※今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
河道掘削・堤防整備等により、
浸水深・浸水面積の減少

河道掘削・堤防整備及び抜本的な
治水対策の重点実施（遊水地、ダム）等により、
浸水深・浸水面積の減少

(幾春別川総合開発)

札幌市 札幌市

調整中
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

■利水ダム等５８ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
（国、北海道、電力会社、土地改良区ほか）

芦別ダム
（北海道電力（株） ）

野花南ダム
（北海道電力（株））

北海道電力（株）提供

雨竜第１ダム
（北海道電力（株））

北海道電力（株）提供

尾白利加ダム
（北海道開発局）

■雨水貯留浸透施設の整備（市町村ほか）

校庭貯留（札幌市ほか）

調整池の整備（長沼町ほか） 浸透ます設置（千歳市ほか）

雨水管の整備（千歳市）

■下水道雨水管等の整備
（札幌市、千歳市、砂川市ほか）

雨水管の整備（砂川市） 公園貯留（札幌市ほか）
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

■農業水利施設の活用（国・北海道・市町村）

整備後

整備前

農業用排水路の整備 水田の貯留機能向上に資する農地整備 田んぼダム用堰板の設置

■水田の貯留機能向上（国・北海道・市町村ほか）

■旧川や公園・緑地等の保全・活用（市町村）

緑地整備・保全公園整備・保全

国有地の活用

■自然遊水機能を有する国有地の活用検討

旧川等の保全

旧川等の保全・活用 旧川等の保全・活用
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

■治山対策（国・北海道）

山腹工床固工 流木防止工

■土砂災害対策

土砂・洪水氾濫を防止するための砂防関係施設の整備

昭和５６年土石流被害 砂防堰堤の整備 床固工の整備
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

■まちづくりや防災等の地域計画と一体となった河川防災ステーション等の整備

■水災害のリスクに応じた土地利用・住まいの工夫（札幌市）

河川防災ステーション等の整備

札幌市では建築基準法第39条(災害危険区域)と同法第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)を組み合わせて、札幌市
建築基準法施行条例において、リスクに応じて災害危険区域と出水のおそれのある区域を指定している。

災害危険区域と出水のおそれのある区域の指定

■森林整備（国・北海道・市町村ほか）

列状間伐
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

氾濫流の流出防止のための防水扉

■地下空間の浸水対策（札幌市）

地下空間への流入防止の対策

■災害に強い庁舎の整備（富良野市、砂川市、深川市ほか）

各階構成概念図

断面計画(階構成、浸水リスク対策)

2F 2F

3F 3F

北側外観イメージ

南側外観イメージ

災害に強い庁舎の整備（深川市） 砂川市ＨＰより災害に強い庁舎の整備（砂川市）

災害に強い庁舎の整備（富良野市）
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

１日防災学校の実施

■市民等を対象とした水防教育、防災意識の啓発活動の継続実施（市町村）

自治会の防災学習 水防訓練及び住民避難訓練豪雨災害対策研修の実施

■多面的な防災情報の発信（石狩市、砂川市ほか）

防災ポータルサイトの整備（石狩市） ＳＮＳ、地デジ放送を活用した防災情報発信（砂川市）
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

■緊急排水作業の準備計画策定（国）

排水計画図（ルート）作成のイメージ 排水対応タイムライン作成のイメージ

氾濫水の排除、浸水被害の軽減を図るため、排水作業等の具体的な方法・手順をとりまとめた
「排水作業準備計画」について順次検討・策定を行うもの。

■水災害リスク空白域の解消に向けた取組

洪水浸水想定区域（想定最大規模）のイメージ 洪水浸水想定区域（計画規模）のイメージ

洪水予報河川及び水位周知河川以外の法河川において、水災害リスク空白域の解消に向
けた浸水想定区域の検討を行うもの。

■国・北海道・市が連携した各種タイムラインの普及促進（滝川市、南富良野町ほか）

水害タイムライン検討会の開催（滝川市） 水害タイムライン検討会の開催（南富良野町）
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石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【参考資料】
～北海道における社会、経済、文化の基盤「石狩川流域」を洪水から守るための治水対策の推進～

■要配慮者利用施設における避難確保計画の促進と避難の実効性確保（市町村）

タイムライン・避難確保計画作成に向けた入力フォーマット（恵庭市作成）

タイムライン・避難確保計画作成に向けた検討会の実施

■ハザードマップの周知および住民の水災害リスクに対する理解促進の取組（市町村）

マイ・タイムライン、マイ防災マップの作成促進 まるごとまちごとハザードマップの設置促進 ハザードマップを活用した防災訓練の実施促進
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