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　おおむかし，地球ができたころは，岩や石ころだらけで，生き
ものはいませんでした。
　地球では，およそ40億年前に，海で生命が誕生したと考え
られています。
　その後，水の中で小さな生きもの（単細胞のバクテリア）が
生まれて，やがて陸に上がり呼吸をする生きものが現れ，長い
年月をかけてさまざまに進化してきました。
このように，生命は「水」を母として生まれたといわれています。

地球誕生４６億年前から現在に至るまでを１年にみたてると，生命の誕生は１月中旬，

人類の誕生は１２月３１日の大みそかになります。

ちきゅうたんじょう おく ねん まえ げん ざい いた せい めい たんじょう ちゅうじゅん 

たんじょう じん るい 



わたしたちのからだは，大部分が水分で占められています。
そのため，こまめに水を飲むことが大切です。
　ほかの動物や植物も水が必要です。
水は，地球の生きものにとって，空気や食べ物と同じように，なく
てはならないものです。
　　　　　　　　　　

　地球にある水のうち，海と
北極や南極地域の氷を除いた
ほんの少しの水が，わたしたち
が生活で利用しやすい水と
なります。

水分の割合
わりあい
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出典：環境省 熱中症環境保健マニュアルより 文部科学省　日本食品標準成分表から引用

出典：国土交通省ホームページより

出典：気象庁ホームページより
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　水は，姿を変えながらいつも動いています。海水は，太陽に
温められて蒸発して雲になります。雲は，やがて雨や雪となり，
川や地下水となってまた海にもどります。

　わたしたちは，地球にあるほんの少しの水を，川や地下水
から取って使っています。しかし，川の水や地下水は，雨が降
らないと少なくなったり，雨が続くと川の水がふえすぎ，はんらん
したりするなど，いつでも使いやすいわけではありません。
　使いたい水を必要なときにとるために，雨がすぐに流れ出
さないように，山に木を植えたり，ダムをつくったりして水を貯め
ます。





こうずい　ひ　がい

平成27年 9月　鬼怒川の洪水被害（提供：国土交通省 関東地方整備局）
き　ぬ  がわ ていきょう                    こく ど  こうつうしょう　かんとう  ち  ほうせい  び きょく

八ッ場ダム　（提供：国土交通省　利根川ダム統合管理事務所）
や ん　ば ていきょう  こく ど こうつうしょう と ね がわ　　　 とうごうかん り じ む しょ
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　わたしたちの家庭では，飲み水のほか，台所，風呂や水 洗トイレ

などで水を使っています。

　昔は，多くの家庭で井戸水を使っていました。今では，県や市町村

などが水道水をつくって，家庭まで水を届けています。

おお か　 てい つか し ちょう  そん

すい  どう  すい

・生活用水





1937（昭和１２）年に完成した県営水道の栗山配水塔
（平成18年土木学会選奨土木遺産認定）
（平成29年登録有形文化財（建造物）登録）

とうろくゆうけいぶんかざい　けんぞうぶつ　とうろく



●沈でん池(柏井浄水場）●取水場(印旛取水場）
しゅ すいじょう いん ば しゅ すいじょう



はいすいかん

そうすいかん
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●送水ポンプ(柏井浄水場） ●柏井浄水場
そう すい

（千葉市，習志野市，船橋市，市川市，市原市の各市の一部及び浦安市全域に

水道水を送っています。）
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塩素を追加したり、水量
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安全でおいしい
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水道水を給水

場に送ります

浄水場から送られてきた水を貯める水槽があります
じょうすいじょう　　　おく　　　　　　　　　　　 た　　　　すいそう



蛇口での水質調査
すい しつ ちょう さじゃ ぐち





安房地域



水田へ水を送るところ

　今は 農業用の施設がたくさんあります。
　利根川から九十九里地域や北総台地に
水を送ったり 印旛沼や手賀沼のように干拓
して水田をつくり 沼から水をくみあげてかん
がいに使っています。
　また 千葉県は野菜の栽培もさかんで
畑のかんがいも多くなってきました。



広々とした水田がつづいています。

育たずお米が穫れなくなってしまい　生活ができな
くなる農家の人もいました。



（水量調整用の小溜池）

工事がはじまりました。









･ 長さ：322㎞(全国第２位)
･ 流域：16,840㎢(全国第１位)

東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉の１都５県

利根川の諸元
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　雨水や下水をきれいにして，
水洗トイレや散水に使うこと
を「雑用水利用」といいます。
　千葉県でも，ビルやスー
パーマーケットなどの大きな
施設については，雑用水を使
うようお願いしています。
　家庭でも，降った雨を貯め
て，散水，洗車や災害などの
非常時の生活用水に利用する
ことができます。
　水の再利用は，水道水の節約となるほか，汚水の量や雨が
降った時に川へ流れ込む汚れた水の量が減るなど，水質改善の
効果も期待できます。
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雑用水利用のシステムの例
ざつようすい　り よう　　　　　　　　　　　　れい

家庭用雨水タンクの例



・水の大切さ
　昔の人たちは　天地には水をつかさどる神様がいると信じていました。

お正月には  家の井戸におそなえをして　水の神様に感謝しました。水は

人間にとって　とても大切で　自然からのおくりものとして考えられてい

ました。今　わたしたちの生活は便利になり　蛇口を回すだけで水が出る

し　すきなときにすきなだけ使えます。

　しかし　水はかぎりある資源です。ダムをつくる人　水を飲めるように

きれいにして送る人　送っている施設を見回る人など　たくさんの人の努

力によって水が蛇口まで送られてきます。

水にかぎらず　わたしたちの身のまわりのものは　どんなものでも自然の

めぐみを受けて生まれてきています。

　身のまわりのものを大切に使うことは　資源を大切にして　空気や水の

きれいな　すみよい社会をつくる第一歩です。水を大切にする心がけは　

わたしたちの生命を大切にすることと同じことになるのです。

さいゆうしゅうしょう よしだ

第65回　水道週間ポスターコンクール

中学生の部

最優秀賞　𠮷田　しおりさん（松戸市立第二中学校）
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※水道事業体として、
　給水も行う。
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給水地区

揚水機場・取水場

浄水場

給水場・配水池

ダム

千葉地区工業用水道

又は木更津南部地区工業用水道の管路

東葛・葛南地区工業用水道

又は五井市原地区工業用水道の管路

房総臨海地区工業用水道の管路

計画又は建設中の工業用水道の

管路（房総臨海地区）

五井姉崎地区工業用水道の管路

ＪＦＥスチール自家用工業用水道の管路

導水路、用水路の管路

アクアライン
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30.5キロメートル

さんぶ ぐん し こういきすいどうきぎょうだん

みなみぼうそう こういき すい どう き ぎょうだん

ちょうせいぐん し こういき しちょうそんけんくみあい

み よしすいどうきぎょうだん





＊一般に１立方メートル又は１　で表すのが正しい。ただ水１立方メートルは、約１トン
（1,000㎏）の質量なので、略して１トンと呼ぶことが多い。









0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

10　 20

１月
10　 20

２月
10　 20

３月
10　 20

４月
10　 20

５月
10　 20

６月
10　 20

７月
10　 20

８月
10　 20

９月
10　 20

10月
10　 20

11月
10　 20

12月

凡　　例
平成６年

平成８年

平成24年

平成25年

平年（平成4～令和2年）

平成28年

（江戸川のみ）江戸川のみ）

H8.1.16 1010%取水制限開始取水制限開始

（江戸川のみ）

H8.1.16 10%取水制限開始

H8.8.20 2020%取水制限開始取水制限開始H8.8.20 20%取水制限開始

H6.8.16 3030%取水制限開始取水制限開始H6.8.16 30%取水制限開始

H8.8.23 3030%取水制限開始取水制限開始H8.8.23 30%取水制限開始

H6.7.29 2020%取水制限開始取水制限開始H6.7.29 20%取水制限開始

H2424.9.11 1010%取水制限開始取水制限開始H24.9.11 10%取水制限開始

H2525.7.24 1010%取水制限開始取水制限開始H25.7.24 10%取水制限開始

H6.7.22 1010%取水制限開始水制限開始H6.7.22 10%取水制限開始

H8.8.16 1010%取水制限開始取水制限開始H8.8.16 10%取水制限開始

平常時最高貯水位（常時平常時最高貯水位（常時満水位水位） 55 163万㎥▼平常時最高貯水位（常時満水位）55,163万㎥

▼洪水時最高水位(サーチャージ水位）57,953万㎥

▼洪水貯留準備水位 48,663万㎥
　 （洪水期制限水位）

▼

H2828.6.16 1010%取水制限開始取水制限開始H28.6.16 10%取水制限開始

洪水貯留準備水位 36,849万㎥

　（洪水期制限水位）
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郡 ダ ム

印 旛 沼 開 発

利 根 川 河 口 堰

亀 山 ダ ム

川 治 ダ ム

渡 良 瀬 遊 水 地

黒部川総合開発

高 滝 ダ ム

奈 良 俣 ダ ム

保 台 ダ ム

北 千 葉 導 水 路

片 倉 ダ ム

湯 西 川 ダ ム

八 ッ 場 ダ ム

S21
S31
S38
S51
S47
S57
H4
H5
H17
S33
S37
S37
S40
S43
S44
S44
S46
S48
S50
S51
S51
S53
S55
S59
H元
H元
S39
S43
S47

S43

S46

S55

S58

H元

H元

H元

H2

H10

H11

H13

H24

R２

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

38.5

84.4

54.1

53.3

52.2

45.1

50.3

67.3

100

57.7

48.4

37.8

45.4

61.5
※

15.6

45.9

46.7

47.8

54.9

49.7

32.7

42.3

51.6

62.2

54.6

0.594
2.75
0.736
0.91
1.081
1.163
0.422
0.059
0.133
0.092
0.0375
0.0232
0.0718
0.0309
0.067
0.0185
0.0405
0.029
0.149
0.08
0.054
0.048
0.0405
0.0142
0.053
0.0151
1.50
1.06
1.24

7.00

22.50

1.99

10.59

2.50

0.63

1.60

9.385

0.525

10.00

0.56

2.548

22.209

8
300
230
740
880
1,882
3,200
618
3,237
58
71
－
126
14
442
27
183
147
2,138
1,883
1,015
893
633
953
1,501
521
870
1,620
4,040

（18,280）

（12,522）
10,569
（11,735）
6,349

（76,729）
40,897
（69,000）
36,018
（12,000）
5,412

（37,300）
18,762

（135,200）
90,990
8,590

（294,000）
169,638
（19,600）
9,486

（184,000）
69,600

（532,000）
241,300

秒

注１) 開発事業費欄の下段は利水分に係る事業費、上段（　）書は全体事業費（利水+治水）を表す。
　2 )「多目的」の開発水量は、生活用水、農業用水及び工業用水の合計で冬水も含む。
　3 ) 農業用水のみの水源施設に係る開発水量は、かんがい期の最大値（計画時）。
　4 ) 印旛沼開発の治水の費用負担割合は、　干拓に要した工事費の割合。

※

完成年









右下の写真は、水資源開発公団による開発工事が完了した昭和44年ごろの印旛沼である。
（現在のすがたも同じ）
現在、上図の機場は、国営流域水質保全機能増進事業「印旛沼二期地区」により、効率化を図るため、
統廃合が進められているところです。





ご利用のみなさまへ

　この本は、日頃私達がなにげなく使っている水について、その役割や大切さについてまとめ
たものです。
　本文は、子ども達にも親しめるように写真や絵を取り入れ、関係図および資料編につきまし
ては、千葉県に関わる広範な内容を掲載しております。
　昭和51年に初版を発行して以来，小学生をはじめとして，広く県民のみなさまに利用され
てきました。（平成23年から千葉県ホームページ上の公開としております。）
　なお，監修にあたりご協力いただいた方々に深く感謝申し上げます。
　今後とも様々な場面で「水のはなし」をご活用いただければ幸いです。

独立行政法人水資源機構及び各事務所





千葉県のホームページ（https : //www.pref.chiba.lg.jp）
　　　 ＞県政情報・統計

　　　 ＞広報＞子どものページ

　　　 　　＞水のはなし

とう けい

水のはなし　千葉県




