
災害の歴史を忘れ

ないために県内に

は様々な場所に「伝

承碑」があります。 
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明治29年 月別 降水量

彦根測候所の明治29年月別降水量琵琶湖の水がゆいいつ流れ出る自然の川・・・瀬田川 

瀬田川があふれるとまわりが 水浸
みずびた

し になってしまいます。 

この年は 7月までに

通常の 1年分の雨が

降ったみたいだよ。 

明治 29年の 9月 3日から 12日の 10日間で 1008mm

（約１ｍ）の雨量（年間平均降水量の 6割に達する）を記録、特

に７日には彦根で 1日の降水量が 597mm（約６０ｃｍ）に達し

ました。このため琵琶湖の水位は+3.76mの過去
か こ

最
さい

高水位
こ う す い い

を

記録されました。浸水
しんすい

日数は 237日に及
およ

びました。 

琵琶湖大洪水「浸水
し ん す い

想定図
そ う て い ず

」 

※栗東市
り っ と う し
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博物館
はくぶつかん

 蔵 

湖西の方は山が多い

（土地が高い）から赤

いところ（浸水してい

るところ）は少ないけ

れど、湖東の方は平

野部（土地が低い）だ

から赤いところが多

いね。 

琵琶湖大洪水とは 

これだけたくさんの被害が出たので、大雨による

洪水が起こった時の対策として、南郷洗堰
なんごうあらいぜき

が作

られることになりました。（１９０５年） 

自然
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さいがい

伝承
でんしょう

碑
ひ

 

か   せん   じ   む   しょ 

当時の様子 

河川事務所の内部 

たくさんのモ
ニターで川や
琵琶湖の様子

がはっきりと
分かるね。 

滋賀県だけでなく、京都や大阪などにも琵琶湖の水が

流れています。琵琶湖の水は約 1450万人もの人に利用

されています。そんな多くの人々に安心してもらうた

めに日々、水位の管理をされています。 

瀬田川洗堰
せ た が わ あ ら い ぜ き

 

守山市 浄宗寺
じ ょ う し ゅ う じ

にある伝承碑 

水位を調節するこ
とはわたしたち人

間のためだけでな
く、魚など多くの
生き物のためにも

計画されているん
だね。 

琵琶湖河川事務所で働く人々は色々な立場のことを考えています。滋賀県に住

んでいる人は水位が高くなってくると危険
き け ん

を感じますが、京都や大阪など下流
かりゅう

に住んでいる人にとっては川の水が増水
ぞうすい

すると危険
き け ん

を感じます。また、生き物

にとっては水位が低いと生きることができないこともあります。かつて被害の

あった歴史から誰もが過ごしやすい環境を作ることに日々意識して仕事をされ

ています。 

６月だけ毎年同じ水位になっているね。自然

ではこのようなことは起きないね。管理事務

所の人が調節しているんだね。グラフから他

にも何か気づくことがあるかもしれないね。 河川事務所が６月に行っている工夫 

①魚の卵が育ちやすい環境
かんきょう

にする 

②梅雨
つ ゆ

や台風などの急な水位変化への対応 


