
住民意見　（住民懇談会、アンケート結果） 参考資料－３

長野県内住民意見 新潟県内住民意見

災害のない川としてほしい 災害のない川としてほしい

立ヶ花・戸狩狭窄部の開削、狭窄部の改修方法(トンネル河川) 大河津分水路の抜本的改修を要望

堰上げ区間の解消（内水対策のための水位低下） 堤防の整備を費用対効果の面だけで決めないでほしい

堤防強化対策 無堤区間の早期改修

無堤区間、暫定堤防区間の完成堤防改修 施設より、溢れることを容認することを考えることも必要

重要水防箇所、水衝部等の計画的な護岸整備 異常気象に備えた整備

護岸・水制工事の要望

内水対策（排水機場の新設、ポンプの増設等）

発電ダムの洪水時の有効利用

西大滝ダム付近の流下能力の改善

治水ダムの整備

治水上支障となるダムの撤去

遊水池整備

中州の除去、川幅を広げる

河道内樹木の流出を前提とした治水対策

土砂堆積対策

危機管理体制の確立・強化

防災意識の啓発

流域全体を考えた治水対策(森林整備)

川が溢れることを前提とした街づくり

集中豪雨に対する対策

犀川における減水区間を解消するためのダム放流 減水区間の解消

水利権更新の期間短縮 ＪＲ不適切事案（水利使用）への対応

西大滝ダムがサケの遡上を阻害 信濃川は深みがあり子供の遊べる川ではない

河川水を消火用水としての利用するための環境整備 河川の利用（農業用水・水道用水）

外来種対策を行って欲しい 外来種対策を行って欲しい

外来種排除のための住民参加 自然環境と調和を図った河川整備を行ってほしい

自然環境と調和を図った河川整備を行ってほしい 魚野川における魚類の生息環境は悪くなっている

魚道設置要望 河畔林は動植物の保護に重要

動植物との共存・魚類が沢山いる川 大河津分水路の流量が少なく、鮭の遡上に影響がある

ケショウヤナギの保全方法 三国川ダムの放流が水質に悪影響を及ぼしているのでないか

河道内樹木伐採のルールづくり レクリエーション施設の増設

サケ放流の支援 河川イベントの実施

安全で美しい水質 ｢やすらぎ堤｣のような親水施設整備の実施

川下りなど、千曲川を観光資源として利用 やすらぎ堤における休息空間の検討（植樹）

レクリエーション施設の増設 川の中からの景観を勘案した整備の実施

遊べる川（親しめる川）として欲しい 歴史的な背景を踏えた整備計画の検討（舟運）

遊歩道整備 地震時の対応、地域の活性化のため、舟運を再現できないか

美しい景観 多自然型川づくりの推進

手をかけずに自然のままとする

ゴミ除去（啓蒙、清掃活動、罰則強化） ゴミの不法投棄対応

河道内樹木による流下阻害 河道内樹木の適正な管理・伐採

樹木伐採の自由化 地域の要望を踏まえた除草の実施

公募伐採の継続 河川管理に関し国・県・市の連携が不十分

土砂供給の減少に伴い河床が低下、一方高水敷の樹林化が進行 排水機場の操作について、地域住民に周知する必要がある

支川合流点の堆積土砂除去 雪に対する対策

河川巡視の強化

支川管理者との連携 支川の整備計画との調整

千曲川下流長野県管理区間の国直轄管理の編入 長野県から新潟県にかけての信濃川本川における県管理区間の直轄化

関係機関と地域との意思疎通 国での河川管理

堤防天端の一般道路利用 中小河川の整備も併せて行ってほしい

浅川ダム建設反対 堤防道路の整備

河川敷地内の民有地の権利問題の検討 意見聴取に係る情報の公開

災害時の補償 住民懇談会周知のため、もっと広報を行うべき

危険水位の設定方法 川はまちづくりのすべて、住民の活動に協力を

河川に関して全てのことが「市」でできるように

必要以上に立派な施設は不要である

河川利用時に、ツツガムシの心配はないのか

大河津分水路等河川の役割についてＰＲ不足

河川への関心を高める為の取組の実施

堤内地との連携、ソフト対策の記述

住民と一緒になった川づくり

記述は明確な表現となるよう留意
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