
賛
同
者
0
名
の
自
然
復
元
事
業

　

い
た
ち
川
は
、神
奈
川
県
横
浜
市
の
西
部

を
流
れ
る
全
長
約
7
・
8
㎞
の
二
級
河
川
。

住
宅
地
や
学
校
の
す
ぐ
脇
を
流
れ
、地
域
の

生
活
と
隣
り
合
っ
て
い
る
川
だ
。今
で
こ
そ

魚
が
泳
ぎ
、野
鳥
が
飛
来
す
る
自
然
豊
か
な

川
だ
が
、30
年
前
ま
で
は
生
き
物
も
い
な
い

ド
ブ
川
で
あ
っ
た
（
写
真
1
、2
）
。

　

こ
の
ド
ブ
川
が
変
わ
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
、1
9
8
1
年
に
打
ち
出
さ
れ

た
横
浜
市
の
新
し
い
総
合
計
画
だ
。こ
れ
ま

で
の
治
水
一
辺
倒
の
整
備
か
ら「
河
川
環
境

整
備
事
業
」が
新
し
く
ス
タ
ー
ト
。い
た
ち

川
の
自
然
復
元
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

　

し
か
し
、現
在
で
は
多
く
が
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
自
然
復
元
事
業
も
、当
時
は
市
民

の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。そ
れ
は
、い

た
ち
川
が
大
雨
の
時
に
た
び
た
び
洪
水
の

被
害
を
も
た
ら
す
川
で
あ
っ
た
た
め
だ
。そ

の
た
め
、水
害
を
防
ぐ
目
的
で
川
幅
を
広
げ

護
岸
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
、川
を
ま
っ

す
ぐ
に
す
る
と
い
う
典
型
的
な
都
市
河
川

と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
た
。ま
た
当
時
の
常

識
で
は
、川
は「
汚
い
水
を
早
く
流
す
た
め

の
も
の
」で
あ
り
、川
に
自
然
を
取
り
戻
す

と
い
う
考
え
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。「
余

計
な
こ
と
を
し
て
、ま
た
洪
水
に
な
っ
た
ら

ど
う
す
る
！
」
と
地
域
住
民
か
ら
反
対
の

声
が
上
が
り
、1
9
8
2
年
に
実
施

し
た
事
業
説
明
会
で
は
賛
同
者
は

0
名
。
町
内
会
長
さ
ん
の「
そ
ん
な

に
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
が
み
な
さ
ん
ど
う
で
す
か
？
」と

い
う
口
添
え
で
事
業
は
実
施
で
き

た
も
の
の
、多
く
の
地
元
住
民
か
ら

N
O
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
状
態
か

ら
の
事
業
実
施
と
な
っ
た
。

本
来
の
姿
を
取
り
戻
す

　

1
9
8
2
年
か
ら
始
ま
っ
た
自

然
復
元
事
業
だ
が
、
ま
ず
初
め
に

取
り
組
ん
だ
の
は
排
水
路
の
よ
う

な
姿
の
川
に「
川
ら
し
さ
を
取
り
戻

土
木
技
術
者
の
活
躍
の
場
は
、
構
造
物
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
自
然
環
境
を
守
り
、
時
に
は
つ
く
り
出
す
こ
と

も
土
木
の
お
仕
事
だ
。
今
回
の
取
材
先
は
、
か
つ
て
の
ド
ブ
川
を
緑
豊
か
な
川
に
蘇
ら
せ
、
多
自
然
川
づ
く
り

（
※
コ
ラ
ム
参
照
）
の
先
駆
け
と
な
っ
た
「
い
た
ち
川
」
。
2
0
1
1
年
土
木
学
会
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
た
こ
の

事
業
の
背
景
を
、
立
役
者
で
あ
る
吉
村
伸
一
氏
に
伺
っ
た
。

都
市
河
川
の
自
然
復
元
を
ひ
も
と
く
！

第
6
回

 

【
横
浜
市
】
い
た
ち
川
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
）

土木のお仕事学生が行く！

学生記事［連 載］

相沢 圭俊  学生編集委員

篠㟢 真澄  学生編集委員

写真1　かつてのいたち川（1981年新橋上流、写真提供：吉村伸一） 写真2　自然復元後のいたち川（1992年新橋上流、写真提供：吉村伸一）

［
取
材
協
力
者
］�

吉
村�

伸
一
氏�

（
株
）
吉
村
伸
一
流
域
計
画
室 

代
表
取
締
役
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す
」こ
と
で
あ
っ
た
。平
ら
に
な
っ
た
川
底

の
一
部
を
掘
り
下
げ
て
澪み
お

筋す
じ

を
形
成
し
両

側
に
盛
土
す
る
。
当
時
は
水
際
部
を
護
岸

で
固
め
る
の
が
常
識
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

を
あ
え
て
し
な
か
っ
た
。
川
の
働
き
で
形

が
変
化
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
と
い
う
考

え
か
ら
だ
。

　

施
工
か
ら
10
年
経
っ
て
形
の
変
化（
盛
土

の
流
出
）が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。変
化
を

許
容
し
つ
つ
安
定
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
。そ
こ
で
採
用
し
た
の
が
当
時
ド

イ
ツ
で
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
、ヤ
シ
繊

維
を
用
い
た
植
生
工
法
で
あ
る
。ヨ
シ
な
ど

の
水
生
植
物
を
ヤ
シ
繊
維
ロ
ー
ル
や
マ
ッ

ト
に
植
え
付
け
て
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
固

定
す
る
工
法
だ
（
図
1
）
。植
物
の
生
育
が
早

く
、成
功
し
た
か
の
よ
う
に
思
っ
た
が
、5

年
ほ
ど
経
っ
て
ロ
ー
ル
の
ヤ
シ
繊
維
が
流

出
し
て
植
物
自
体
が
浮
き
上
が
る
な
ど
の

失
敗
も
あ
っ
た
。そ
の
後
ヤ
シ
繊
維
マ
ッ
ト

を
川
底
に
設
置
し
て
定
着
す
る
面
積
を
増

や
す
工
夫
を
し
、
見
事
な
緑
を
取
り
戻
し

た
。
自
然
の
澪
筋
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ

て
、直
線
的
だ
っ
た
川
の
流
れ
に
も
変
化
が

生
じ
、流
速
の
遅
い
茂
み
の
部
分
に
は
小
魚

の
隠
れ
場
所
が
で
き
、そ
の
小
魚
を
狙
っ
て

鳥
が
飛
来
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、

い
た
ち
川
は
徐
々
に
本
来
の
姿
を
取
り
戻

し
て
い
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
、川
に
親
し
ん
で
も
ら
う
仕

掛
け
だ
。柵
に
囲
ま
れ
た
川
に
、川
辺
ま
で

降
り
ら
れ
る
階
段
を
設
置
す
る
。こ
の
階
段

は
、河
川
管
理
用
通
路
に
降
り
る
た
め
の
も

の
だ
が
、施
錠
せ
ず
に
誰
で
も
川
辺
に
降
り

て
い
け
る
よ
う
に
し
た
。そ
の
狙
い
通
り
に

近
所
の
子
ど
も
た
ち
は
川
へ
降
り
て
遊
び

始
め
る
よ
う
に
な
る
。当
初
、大
人
た
ち
か

ら
は
子
ど
も
が
危
険
な
川
遊
び
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、「
川
で
遊
ぶ
」
子
ど
も
た
ち

の
姿
は
、
ド
ブ
川
が「
川
」
と
し
て
認
知
さ

れ
る
第
一
歩
と
な
っ
た
。

川
は
生
活
の
一
部
で
す

　
「
川
は
生
活
の
一
部
で
す
」。
こ
れ
は
、

2
0
1
1
年
土
木
学
会
デ
ザ
イ
ン
賞
に
応

募
し
た
時
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
だ
。こ
の
言

葉
の
通
り
、今
の
い
た
ち
川
は
地
域
住
民
の

生
活
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。取
材
中
に
も

川
沿
い
を
散
歩
す
る
人
び
と
に
出
会
っ
た

が
、多
く
は
い
た
ち
川
を
見
な
が
ら
、せ
せ

ら
ぎ
の
音
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
歩
い
て
い

た
。
ま
た
、
水
辺
愛
護
会
が
発
足
し
、
地
元

住
民
の
手
に
よ
る
清
掃
活
動
も
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

環
境
が
人
を
つ
く
る
と
言
わ
れ
る
が
、そ

の
環
境
を
つ
く
る
の
は
土
木
技
術
者
で
も

あ
る
。「
川
」
と
い
う
身
近
な
環
境
を
自
然

豊
か
に
し
た
こ
の
事
業
は
、自
然
環
境
だ
け

で
な
く
多
く
の
人
び
と
の
行
動
・
意
識
を

変
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。人
を
つ
く
る

環
境
の
創
造
、こ
れ
も
土
木
の
役
割
の
一
つ

だ
と
思
っ
た
。

いたち川の自然復元事業は1982年から実施
されており、当時は「多自然川づくり」の概

念すらなかった時代であった。この多自然川づく
り（初めは「多自然型川づくり」と呼ばれていた）
とは1990年から始まった河川整備事業のことで、
河川や周辺に生息している生物に配慮し、美しい
自然景観を保全または創出することを目的として
いる。また、1997年からは河川法の改正によって
住民参加も盛り込まれることとなった。
　しかし、2006年には多自然型川づくりレビュー
委員会において、「場所毎の自然環境の特性への
考慮を欠いた改修を進めたり、他の施工箇所の工
法をまねるだけの画一的で安易な川づくりも多々
見られる」との指摘があり、そこで新たに「多自然
川づくり」が提唱される。従来の自然環境への配
慮に加え、「地域の暮らしや歴史・文化との調和」
も重視されるようになった。

COLUMN

多自然川づくりを
支える制度の発展

図1　低水路整備事業の断面図（提供：吉村伸一（一部改変））

次
回
後
編
は
、
い
た
ち
川
整
備
事
業

に
携
わ
っ
た
吉
村
伸
一
氏
の
人
生
観

を
明
ら
か
に
す
る
。
地
元
か
ら
の
大

反
対
に
あ
っ
た
逆
風
の
中
で
事
業
を

や
り
遂
げ
た
信
念
や
、
吉
村
氏
の
考

え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

予 告
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