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ち きゅう あん ぜん はつ たい　ようでん

はつ でん す と      　　

水道の水や電気はどこからくるの3
　せんをひねると、すぐにじゃ口から水が出てきます。わたしたちのくらしをささ
える水は、どこから、どのようにしてやってくるのでしょうか。

使い終わってよごれた水はどこに行くのでしょうか。

　地球にやさしく、より安全にエネルギーを生み出す発電のしかたのひとつとして太陽
光発電があります。住みやすい大阪市をめざして、どのように取り組んでいるのでしょう
か 。

P.34～35

水はどこから？

P.36～37

プールがたくさん？

P.40～41

使った水はどこにいくのかな？

P.42～45

ビフォー・アフター？

P.44

ふしぎな石？

P.47

「太陽光発電」って
何だろう？

P.47～48

大阪市のどこに
「太陽光発電せつび」が取り
つけられているのだろう？

P.49

●しょりする前の水 ●しょりした後の水

太陽の光エネルギー

電気エネルギーに！

はつ でんたい よう こう

たい  よう  こう  はつ でん

たい  よう

つか お

P.38～39

昔のくらしって？
むかし

つか

大阪市環境局
かんきょうきょく

ホームページ https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/

小冊子「まなびあいぶっく」
しょうさっし

かんきょうしょう

環境省

ホームページ https://www.env.go.jp/recycle/yoki/b_2_book/index.html

アルミ缶リサイクル協会「アルミ缶を知ろう」
きょうかい かんかん

アルミ缶のリサイクル
かん

ホームページ http://www.alumi-can.or.jp/publics/index/31/

すいしんきょうぎかい

PETボトルリサイクル推進協議会「だいすきPETボトル」

PETボトルのリサイクル

ホームページ http://www.petbottle-rec.gr.jp/daisuki/index.html

きょうかいかん

かん

スチール缶リサイクル協会
スチール缶のリサイクル

ホームページ http://steelcan.jp/

よう  き  ほうそう すいしんきょうぎかい

せい よう き ほう そう

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会　

プラスチック製容器包装のリサイクル

ホームページ http://www.pprc.gr.jp/

たんけんたいぎゅうにゅう

全国牛乳容器環境協議会「牛乳パックン探検隊」

紙パックのリサイクル

ホームページ http://www.packun.jp/

ぜんこくぎゅうにゅうよう  き   かんきょうきょう  ぎ　かい

花や緑のまちづくりや
学校での野菜づくりに利用

ふんから
たい肥をつくります

  野菜を草食動物が食べて
ふんをします

野菜を作ります
や さい や さい そうしょく  どう   ぶつ

ひや　さい

みどり

り　よう

ひ お ば

ひお

と

お

ば

ば

つか

ひ

ひ

ひ

てん  のう   じ どう  ぶつ  えん そう しょく どう  ぶつ

ひ

せいぶつ かんぜん

しょくぶつ そだ

そだ

みどり みどり

しょくぶつ

く　ふう

しょくぶつ

ぶん かい

ひ  りょう    

　たい肥とは、落ち葉や草花などがび生物によって完全に
分解されて作られるもので、植物などを育てるときに使わ
れる肥料のひとつです。落ち葉などからたい肥を作ること
ができ、「緑のカーテン」や「緑のカーペット」として使
われた植物をたい肥にする取り組みもされています。
　たい肥づくりもリサイクルとなります。たとえば、落ち
葉などから作られたたい肥を使ってまた新しく植物を育て
ることができます。天王寺動物園では、草食動物のふんか
らたい肥をつくる工夫をしています。

たい肥づくりもリサイクル
ひ

たい肥
ひ

何をするもの？

 

 

調べ学習の調べ学習の手助けページ調べ学習の手助けページ
しら がく  しゅう て　  だす

品目ごとのリサイクル
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たび ふ

ふ

はじ じ めん

すい   どう きょく

なが

なが

あつ

じょうはつ

お つづたび

1 わたしたちのくらしをささえる水

1 水はどこから来るのでしょうか

　水の旅は、山や森に降った雨から始まります。地面にしみこんだ
雨は、森などにためられて、少しずつ川に流れて行きます。小さな
川がいくつも集まって大きな川となり、やがて海へと流れていきま
す。
　海の水は蒸発して、また雨になって地上に降ってきます。このよ
うに水は終わることのない旅を続けています。

　水道局では、わたしたちの家や学校などに水道水をとどけるため
に、いろいろな仕事をしています。

よど り よう こび わがわ よど がわ

よど がわ やく　　　　　　　

なが

なが

ながう じ がわ

きょう と

つか

き づ がわな ら けん み え けん

かつら あつがわ

　大阪市の水道は、淀川の水を利用しています。淀川は琵琶湖から
流れてくる「宇治川」、奈良県や三重県から流れてくる「木津川」
と、京都市内を流れる「桂川」の３つの川が集まってできた大きな
川です。この淀川の水を約1,100万人の人たちが使っています。

水道水のふるさとは？

主に琵琶湖から流れてくる
「淀川」の水が水道水のふ
るさとなんだよ。

おも び わ こ

よどがわ

琵琶湖は、「近畿の水が
め」と言われ、大阪以外の
府県の水道水のふるさとで
もあるんだね。

きんび わ こ き

い がい

ふ けん

主に琵琶湖から流れてくる
「淀川」の水が水道水のふ
るさとなんだよ。

おも び わ こ

よどがわ

くにじま しゅすいじよう

にわくぼ はいすいじよう

とよ  の どう そうすいかん

柴島じょう水場

庭窪じょう水場

豊野じょう水場

じょう水場

取水場

配水場

導・送水管

琵琶湖琵琶湖琵琶湖
び わび わ こび わ こ

けんけんけん

けんけんけん

わ
ん
わ
ん
わ
ん

大
阪
湾

大
阪
湾

大
阪
湾

　琵琶湖から流れ出る
ときには「瀬田川」と
いいます。滋賀県から
京都府に入ると「宇治
川」という名前に変わ
ります。

宇治川
び わ こ なが

けんし が

せ た がわ

がわ か

うきょう と  ふ じ

う   じ がわ

ダム
　川の水をたくわえる
しせつ。
　洪水を防いだり、水
不足で困ったりしない
ように水の量を管理し
ています。
　天ケ瀬ダムの高さは大
阪じょうと同じぐらい
で、京セラドーム大阪17
はい分の水をためること
ができます。

ふせこう

りょう

あま  が せ

かん  り

こま

なが
　大切な水源（水道水
のもととなる水が流れ
てくるところ）の水質を
守るために、琵琶湖や
淀川を水源としている
他の水道局などと協力
して、水質の監視や調
査・研究をしています。

よどがわ

まも
みんなで協力して淀川の
水を守る

び わ こ

さ

すいげん

すいしつ

すいしつ

まも

すいげん

かん  し ちょう

すいどうきょく

がわよど

けんきゅう

？ 水道の水は、どのようにしてわたしたちの家に送られてくるの？
おく

き  かい こしょう

そうだん もう こ

う

か てい

み

まも

すいげん

すいしつ

水道局の仕事

どんな仕事があるか
見てみましょう。

せつびや機械が故障しない
ようにくりかえしそうじや
点検をします。

安全でおいしい水
づくりのために

水道水が家庭にとどくまで
24時間、一日も休まず見
守っています。　

水をきちんと
とどけるために

24時間いつでも工事ができ
るようにしています。

事故が起こった
時のために

お客さまセンターでいろい
ろな水道の相談や申し込み
を受けつけています。

水道のことを
知ってもらうために

水源からじゃ口まで、いろ
いろなところで水質けんさ
をしています。

安心して水を
使ってもらうために

こう  じ

けんてん

し　 ごとすい   どう きょく

あん ぜん

じ 　こ お

あんしん

つか

し ごと

琵琶湖琵琶湖
わび こ



見てみよてみよう見てみよう

　じょう水場では、１日あたり約111万ｍ3の水が作られ、その3分
の2程度が家庭で使われています。
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 か   てい つかてい ど

やく

こう しゅう よく じょう

やく  しょ

しょうてん

か　 てい　

2 じょう水場でどのようにして水道水が
作られるのでしょうか

どうつか

よど  がわ と

ろ

すい  どう  かん ていか　

げん  ざい あん  ぜん こう

ほう ほうど

かっ せい たん

すい  げん

い  じょうしゅ  るい あん  ぜん

あん  しん の

やく

とせい  ぶつ

　淀川から取り入れた水を、「じょう水場」で「水道水」にしま
す。大阪市で使う水道水は３か所のじょう水場で作られ道路の下に
あみの目のようにはりめぐらされた水道管を通って、家庭や学校な
どにとどきます。
　現在、じょう水場では、より安全でおいしい水を作るために「高
度じょう水しょり」という方法で水道水を作っています。オゾンと
活性炭がかびのにおいや目に見えないようなよごれ、び生物まで取
りのぞいてくれます。また、水源の水からじゃ口の水まで、毎日約
200種類以上のきびしいけんさをくりかえし、いつも安全でおいし
く、安心して飲める水をとどけています。

水道水ができるまで

体によくない物質を
活性炭にくっつけた
り、活性炭に住むび
生物が食べたりする
ことで分解して取り
のぞきます。

ちんでん物は、
だっすいしょ  り ぶつ

ゆうこう  り  よう

ゆうこう  り  よう
えんげいようげんりよう

こう ど

しょ り

こう ど

しょ り

よど  がわ

ちしゅ しゅ

すな と

と

と

ちゃくすい
しゅう

ち ち

ちょう せつ

しゅう

りょう

ち

ち そうすな

やく ひん

ぶっ

しつ

と

と

ぶっ  しつ

もの

きゅうそくすな ち
ち

ぶっ

どく

しつ

ぶっしつ

かっせい

かっせい

たん

たんぶんかい

しょう

ぶん  かい

せい  ぶつ

しょう どく

あん ぜん

えん そ やく  ひん あつりょく くわ か

てい

えん  そりゅうじょうかっせいたん ち

ち

ちはい はい

1

取水口

ここから淀川
の水を取り入
れます。

2

ちんさ池

あらいごみや
砂を取りのぞ
きます。

3

取水ポンプ場

ちんさ池の水
をポンプでく
みあげます。

4

着水せい

取り入れた水
の量を調節し、
ぎょう集ちん
でん池へ送り
ます。

5
ぎょう集
ちんでん池
りゅうさんばん
どという薬品を
入れ、細かいよ
ごれをかたまり
にして下にしず
めます。

6
はい水しょり
しせつ
かたまりになっ
てしずんだ物
から水をぬき、
しょりします。

8
急速砂ろか池

砂の層でこし
て、さらにきれ
いな水にしま
す。

9
後オゾン
せっしょく池
かびのにおいの
もとや体によく
ない物質を分解
して消毒しま
す。

10
粒状活性炭きゅう着池

11
塩素
せっしょく池
塩素という薬品
を入れて、消毒
し安全な水にし
ます。

12

配水池

できあがった水
をためておきま
す。

13

配水ポンプ場

水に圧力を加え、家
庭や学校などのじゃ
口へ送り出します。

7
中オゾン
せっしょく池
オゾンという物
質を使って水に
色がつく物質や、
かびのにおいの
もとになるもの
を取りのぞきま
す。

●大阪市で一日に使われる水の量(2018年度 )
りょうつか

(１日あたり )●大阪市の水道水の使いみち
(2018年度大阪市水道局調べ )

つか

〈大阪市全体で１日あたり〉

学校の 25ｍプール
(横 10ｍ、深さ１ｍ)の

4,440  はい分

111万ｍ 3

牛にゅうパック（1ℓ）

本分407

ぎゅう

〈市民１人の1日あたり〉
し みん

水を取り入れる
と

水をきれいにする
おく

水を送る

家庭
68 %

公衆浴場1 %工場3 %
役所・学校3 %

会社・商店
など
25 % けんび鏡でなければ見え

ないようなとても小さい生
き物。

び生物

けんび鏡で見た活性炭

もの

きょう

きょう かっせいたん

せいぶつ

くにじま

柴島じょう水場
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い　  

みず　や

ど

つか

むかし

みや

みやこじま く

でん せんの

 しん  まち にし　くだい りゅうこう

さくら

すい  げん　ち

りょう

くに　じま ひがしよど   がわ　く にわ くぼ

もり  ぐち ね　  や　がわ

さい  だい

調べ学習の調べ学習の手助けページ調べ学習の手助けページ
しら がく  しゅう て　  だす

ひろば たの まな

ぴゅあら広場　楽しむ☆学ぶ
大阪市の水道のことがわかるwebページ

https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu030/oishii/index.htmlホームページ

大阪市水道局
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/ホームページ

　昔、大阪では、ほとんどの人が近くの川や井戸
の水を使っていました。やがてまちがにぎわって
人がふえると、はい水などによってきれいだった
水がだんだんよごれてきました。「水屋」とよばれ
る 人 が 活 や くし た の は こ の こ ろ で す 。

れき   し

大阪の水道の歴史

　1886年、大阪で飲み水を通して広がる「コレラ」という伝染病が
大流行しました。また、1890年には「新町（今の西区）焼け」とよ
ばれる大火事が起こり、水道水がないためすぐに火を消すことがで
きず、たくさんの人びとがなくなりました。こうしたことから水道
をつくってほしいという声が高まって、1895年に大阪市の桜の宮
（今の都島区）にはじめての水源地（じょう水場）ができました。

　その後、大阪の人口がふえて水の量がたりなくなってきたので、
1914年に「柴島じょう水場」（東淀川区）、1957年に「庭窪じょ
う水場」（守口市）、1968年に「豊野じょう水場」（寝屋川市）が
できました。今では、3つのじょう水場をあわせると、一日最大243
万m3の水道水を作りだすことができます。

びょう

水を大切にするためにわたしにできること

　飲む水やトイレで流す
水、おふろや洗たくなど、
みんなのくらしは水なしで
は考えられません。
　くらしにかかせない水を
大切にするために、みんな
にできることを考えて書い
てみましょう！

の なが

せん

船に、ふたのある
大きな箱を積んで
いるね。何を入れ
ているのかな。

「水屋」と書いて
あるけれど、この
人は、水を売って
いるのかな？

船にのせていた、
バケツのような物
をかたから下げて
いるね。

水屋（出典：明治大正大阪市史）

　これは、120年ほど前までまちで見られた「水屋」とよばれる
水を売り歩く人の絵だよ。天満橋の上流などで淀川のきれいな水
をくんでおけに入れ、毎朝、まち中をまわってお客さんに売って
いたんだよ。

はこ

みず  や

もの

現在では、ほしい
時にほしいだけ水
道の水が使えるか
ら便利だね。

げんざい

つか

べん り

みず や めい じしゅってん

つ

てん   ま   ばし じょうりゅう よど  がわ

みず　や

3 水道水はいつからあるの

や

とよ   の
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　わたしたちが使い終わってよごれた水は、どこにいくのでしょうか。
おつか

つか

なが

やく

い　がい

つか

なが

なが

とうきょう

やく ばい

げ   すい  かん

げ   すい  かん なが

ふか

げん  ざい し　みん り　よう

ちょっけい さい だい

げ すい かん あつ わん

ほうりゅう

1 わたしたちのくらしと下水について調べよう
　下水道には、わたしたちが使

ってよごれた水を流す以外にも

いろいろな役わりがあります。

　大雨のときにたくさんふっ

た雨を、直径が最大6.5ｍもあ

る下水管で集めて川から大阪湾

へ放流します。

やく

なか    な   がわ  けん おお  つか    い   せき ら し

へいじょうきょう

とよ とみ

おおむかし

ひで よし たい こう

たい こう せわり

せ

わり

くわ つか

じ だいじめい りゅう こう

きん だい てき

こう はっ たつ

あつ

あつ

つ もり

ぎょう

え び え

うん てん はじ

まい しま

ぜん ぶ

　日本では、約2200年前に人が集まって住んで

いたところ（神奈川県、大塚遺跡）や、今の奈良市

あたりにつくられた「平城京」（710～784年）の

あと地で、大昔の下水道が見つかっています。大

阪市では、1583年に、豊臣秀吉によって太閤（背

割）下水がつくられました。この太閤（背割）下水

は、手を加えられて、今でも使われています。

　明治時代になって、コレラの流行

などをきっかけにして、大阪市では

1894年に、近代的な下水道をつく
ることになりました。
　その後、大阪に集まる人がふえ、
工業も発達してきたため、川のよごれ
がひどくなりました。そこで、1940年
に津守と海老江に下水しょり場をつ
くって、運転を始めました。
　今では、全部で12か所の下水しょ
り場と、どろをしょりする舞洲スラッ
ジセンターがつくられています。

2 使った水のゆくえ

大阪市の下水道のようす

下水道の役わり
やく

太閣（背割）下水
たいこう　せ わり

すいじ 洗たく 水洗トイレ ふろ その他

下水道の
役わり

15 2
34

浸水から
町を守る

ゆとりと
うるおいのある
町づくりに
役立つ

きれいな川・
豊かな海を
よみがえらせる

すごしやすい
生活かんきょう
をつくる

水やエネルギー
などの資源を
有効に使う

しん すい

ゆた

し  げん

ゆうこう

つか

せん たせん すい

しら

大阪市の下水しょり場としょり区いき

うすい

うすい

う　すい  は しつ

げ すいかん

しょり
しょり

しょり

雨が強くなって、下水の量が下水
管へ流せる量をこえたときに、せ
きをこえてすぐに川へ流し出すし
くみになっています。

大雨の時は、町に
水があふれないよ
うに、すぐに川へ
流し出します。

なが

なが

げりょう

りょう

すい

かん

おすい

し ぜん は

えつりゅう

南大江小学校横に

行けば見られるよ！

みなみおおえ よこ

下水道はいつからあるの？

■下水道のしくみ
しょり場

しょり場

しょり場

しょり場
しょり場

しょり場
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いま ふく
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はな てん
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ひら   の

ね   や  がわ
すみ  の    え

ち　しま

いちおか

このはな
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しょり区
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しょり区

しょり区
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しょり区
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しょりしている

しょり場
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