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投 稿 規 定

1 原稿に は 次 の 事項を 記 した ｢ 投稿票+ を添えて 下記に 送付す る こ と

東京都港区新橋 5 - 3 4 - 3 農業土木会館内, 農業土 木技術研究会

2 ｢ 投稿票+

①

②

⑧

④

⑤

表 題

本文枚数, 図枚数, 表枚数, 写真枚数

氏名, 勤務先, 職名

連絡先 ( T E L )

別 刷 希 望 数

3 1 回 の 原稿の 長 さは 原則と･ して 図, 写真, 表 を 含め研究会原稿用紙 (3 00 字) 65 枚 ま で とす る｡

4 原稿ほ な る べ く当会規定の 原稿規定用紙 を用 い(請求次第送付) , 漢字ほ 当用漢字, 仮名づ か い は現

代仮名づ か い を使用, 術語は 学会編, 農業土木標準用語事典に 準 じられた い
｡ 数字は ア ラ ビア 数字

( 3 単位 ご と に, を入れ る) を使用 の こ と

5 写真,

一
図表 は ヨ コ 7 c m x タ テ 5 c 皿 大を 3 00 字分と して計算 し, それぞれ本文中の そう入 個所を欄

外に措定 し, 写真, 図, 表 ほ別 に
'
添付す る｡ ( 原稿中に 入 れない)

6 東園 の 大き さほ 特に 制限は ない が , B 4 判ぐらい ま でが 好 ま七 い
｡

原図は･ ト レ ー サ ー が判断 に 迷わ

な い よう, は っ き り して い て , ま ぎらわ しい と こ ろ ほ注記をされた い
｡

写真は 白黒を原則 とす る
｡

7 文字は 明確に 書き, とく に 数式や 記号などの うち, 大文字 と小文字,
ロ ー マ 字 と ギ リ シ ャ 文字･ 下

ツ■キ, 上 ツ キ, な どで 区別 の ま ぎらわ しい もの ほ 鉛筆で注記 して お く こ と,

た とえ ば

C , K , 0 , P , S , U , Ⅴ ,

1

Ⅳ , Ⅹ , Z

O ( オ ー ) と 0 ( ゼ ロ)

r ( ア ー ル) とr ( ガ ン マ
ー

)

ぴ ( ダ ブ リ ュ
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1 ( イ チ) とJ ( ェ ル)

g ( イ ー) と ∈ ( イ ブ シ ロ ン)

など

の 大文字と 小文字

α ( ェ ー ) とα

々 ( ケ イ) とぶ

∬ ( エ ッ ク ス)

g ( ジ ー ) と甘

少
.
( ブイ) とひ

( ア ル フ ァ)

( カ ッ パ)

とz ( カ イ)

( キ ュ
ー )

( ウ プ シ ロ ン)

8 分数式は 2 行ない し3 行 に と り余裕 を もた せ て書く こ と

数字ほ
一

マ ス に 二 つ まで と す る こ と

9 数表 とそれを グ ラ フ に した もの との 併載は さけ, どち らか に す る こ と

1 0 本文中に引用 した 文献 は番号を付し, 末尾 に 文献名, 引用 ペ ー ジ な どを記載す る こ と

1 1 投稿の 採否, 掲載頓ほ編集委員会に 一 任する こ と

1 2 掲載の 分は稿料を呈す｡

1 3 別刷ほ , 実費を著者が負担す る｡



く巻 頭 文〕

"

愛 知 , 豊 川 用 水 の そ の 後
''

愛知用水 は完成後10 年を経 た｡
こ の10 年間, 毎 日欠か

さず通水 を つ づ けて きて い る
｡ 豊川用水は

, 完成後 5 年

目を迎 え た ｡ 通水も,
ほ や 4 年 を経 て

,
5 年 目 と な っ

た ｡
こ の 2 つ の 水利事業 は, わが 国にお ける水資源開発

の 代表 と いわ れ るが
,

そ の 規模 の 大 きさや 範 囲 の 広 さ

が
,

そ れ を意味す る の だ ろ うが
,

そ れ だ 捌 こ こ の 計画 は

地域社 会の 産業経 抑 こ及ぼす,
は か り知れ な い は どの 影

響をも っ て い る
, と い えるか らで あろう｡ 現に 今日, こ

れ らの 事業地 区の 見学者視察者は
, 殆ん ど連日 とい っ て

よい ほ ど訪れ る｡ 外国か らの 訪問者も多 い
｡ そ れ らの 人

々 は , 技術者専門家の み で なく, 経済な どの 社会科学老

に まで 及ぶ ｡ 名古屋 に は
, 国連の 地域開発研修 セ ン タ ー

が あ る
｡ 毎年行わ れ る研修 コ ー ス に は

, 世 界各 国か ら,

い ろ い ろな 専門家が 参加す るが
,

こ の コ
ー ス の 中に

, 愛

知用水 と 豊川用 水が
,

必ず組 み 入 れられ る ｡
こ の よ うな

対 外的な広汎な反響は別 と して, い まや, 5 年 , 1 0 年 を

経 た今 日
,

こ れらの 水利施設 の 管理 や水 の 利用配分ほ ,

どの よ うむこな っ て い る の か
｡

二
目 まぐる しく変化 して ゆく

周 囲の 環境に, どう対応 して い る の か
｡

こ の こ とに つ い

て
, 考 えて み よう｡

冒頭 に , 愛知用水 は, 1 0 年 毎日欠か さず通 水 し て き

た
,

と い っ た が
, 実はそ う で は ない

｡

一 昨年, 昨年と連

蔵 して災害 を うけ た ｡
こ の うち, 昨年 の 水害 で は

, 幹線

水路 の 側壁 の ズ レ の た め ,

一 時通水を ス ト ッ プ し た ｡ そ

の 場所 が愛知 池より下流ケこ位 置し て いた た め, 佐布里 池

が か り以外 は
, 断水 の 心 配が あ っ た ｡ 調整池が な い か ら

で ある｡ 幸 い
, 大事むこ至 らず ,

こ と なきを 得た が , 数十万

に も及ぷ 人 口 の 生活用水を 供給 して い るの だ か ら, きわ

どい 危険を お か した こ とに なる
｡

1 0 年間の うち , 最近 2

年Fこ つ づ い て 災害を うけた こ とは, 異常な大雨の た め だ

と ば か り考え て よい か
｡ わ れわ れ は

, 愛 知用水施設 の 総

点 検を 行 っ て い る ｡
こ の こ とは , 構 造物そ の もの の 耐用

度 とい う こ と よりも, 例 えば林 が 道路や 宅地に な っ た と

か の よう な, 外的立 地条件の 変化に 基 因す る構 造物の 耐

久虔に む しろ注 目す べ きだ と考 え た か らで ある
｡ 豊 川用

水 に ほ
, まだ こ 甲よ うな こ と ほ 起 っ て い ない

｡ 災 害を お

こ す ような大雨が ない か らと い う こ と で は なく て
, 5 年

と10 年の 時間差 もさ る こ とな がら, 東 三河 と名古屋市周

辺 と い う, 地域 構廼の へ だた りを考慮 に入 れる 乍きだ ろ

う｡
こ の よう な 経験から†

.
わ が国土り

.
よう牢, 激動的に

変 貌す
.
る土地利用 の変仰 も そ 抑羊対応 で き■る ほ ぞ? 施

書
水資源開発公田中部支社長■･

.
理事

佐 々 木 四 郎
●

設規模 と そ の 能 力を そ な え な けれ ば, 施設管理 の 万全を

期 し難 い こ とを要 請 して い る, と い うこ とが で き よう｡

次Fこ
, 水利用 に つ い て , ふ れ て み よう｡ 大雑把に い っ

て
, 愛知用水 の 当初計画で は , 年間使用 水量の 農業用 水

と都市用水 の 比率は, 8 : 2 であ っ た ｡
1 0 年後の 今日,

こ れが逆転 して
,

2 : 8 と なっ た ｡
こ れ は

, 愛知用水地

域 の 立地条件 の うえ に
,

1 0 年 の 間に お こ っ た 地域社会の

発展 と経済 の 急速 な伸長が 重 な っ た 変化な の で あ ろ う

が , そ の 余 りの 変動 の 激 し さに 限 を み ほ る
｡

しか もな

お , 今後, 増大す る こ とは 必至の 傾向に あ る
｡ 水 の 計 画

は 何年か 先 の 目標をた て て, つ く るの は 常議だ が, 施設

規模の 大き さを 左右す る水利用 計画の た て 方甘こ つ い て

も, 土地利用の 変化が 施設の 耐 久力に影 響す る と い っ た

と同 じ ように
,. 産業社会経済り発展の 見違 し如何に, 大

きな 関連をも つ こ と 札 今更い う までも な い ｡

､
豊 川用水

で は どうか
｡

こ こ で は
, 通水 5 年目を迎 えた今 日, 農業

用水 が予想外に増 大 した ｡ こ れ は渡 英半島 を中心 とす る

農業 の 高度 伸長 の た め で ある
｡

こ の 地域 の 農産物が
,

こ

こ数 年質量共 に 異常とい える ほ ど向上 し て い る こ とは ,

こ の こ と を うらづ ける｡ 東三 河 では , 都市用水 の 伸び ,

とく に 工業用水 は まだ 当初計画 の 目標に 達 して い ない ｡

しか し, い まの 見透 しで は, 遠か らず ( 恐 らく昭和50 年

頃) 都市用水 の 不足 が お こ る, と い わ れ る ｡ 農業用水の

需要 増大 は, なお今後も続く こ とも予 想 さ れ る｡ 従 っ

て , こ の 地域 で-羊, 愛知用水が 経験 し串, 水利用 の 転換

で は′なくて
, 水利用の 絶対量 の 不足が, 遠か らず発生す

る こ とは 想像 に 難くな い ｡ こ うみ て くる と
, 水利用 が地

域社 会構造に 支配 され る度合が い か に 強い か
, とい う こ

とを考え させ られ る反 面, 逆むこ, 水利用 が地域社 会構造

を先導す る役割を も つ もの で あ る こ とも, また否定 で き

ない ｡ 豊川用水ほ 藻美半島の 農業構 造をか える ほ どの 影

響を与えた し, 愛 知用水 は , 知 多半島の 経 済発展 に よ る

社会樺造に まで 変化を与 えた ｡

わ れ わ れ は
,

一 つ の 水利 工事 が終 れ ば
, す べ て事終れ

りと して 管理の 段階に 入 れ て し まい, 工 事 と管理 と の 間

に ほ っ きりと 区別 を つ けて きた｡
こ の こ と はそ の 事業 の

施設 や水利用 の 位 置づ けが, 当初計画通 りに 何 ら変化 し

ない
,

と い う前提に 立 っ て い る か らで ある｡ しか し, こ

の 前捏が 肯定さ れ る
.
よ うな現実 が どこ㌢こ存在す るだ ろ う

か
｡ 施設 の 維持 や水 の 配分 な どの 日常業務 だ けが 管理 の

役割 で ない こ とは ,

モ愛知, 豊川用水 の そ の 後ミ の 経験

の み では あ る まし､
｡

一ノ1Ⅵ･-
-



〔論 配〕

農 業 水 利 施 設 管 理 の 基 本 問 題

佐 ヤ

日 次

1 . 閏窟の 所 在 何故農業水利 施設の 管理 ほ

不充分 に しか行 なわ れない か
･ … … … ･ … ･( 2 )

2 . 検 討の 視 点 ｢ 農業用水 製造販質会社+

の マ ネ イ 汐メ ソ トと して の｢維持管 理+

と云う考え 方の 導入 ‥ … ‥ … … ‥ … ･ ･ … ･ … ( 2 )

3 . 装置工業 に お い て は , 設 備の 適正な管 理

が 企業活動 の 論理か ら当然に 導か れ る よ

■うに な っ て い る ｡

= ‥ ･ … ‥ … ‥ = … ‥
… ･

‥
･ ･ … ( 3 )

4 . 農業用水 と工 業用水 と の 事業の 仕組の 差

異は 用水利用秩序 の 実態 の 差異を 反 映す

る
｡

･ ･ … … ‥ ･ …
… ･

‥ … ‥
･ … ‥ … ･ ‥ ･ ･ … ‥ = … ‥ ( 4 )

1 . 問題 の 所在 何故農業水利施設 の管理は

不充分に し か行な わ れな い か

農業水利施設 の 管理 問題 が大きく ク ロ ー ズ ア ッ プ され

て い る ｡ 問題 の構造 は複雑 で ありさ ま ざまな局面 をも っ

て い る が , 披 循老の 立場 か ら云えば , 施設 の 質, 内容 が

高 度化 して い るにも拘 わらず , 管理 が 不充分 なた め , 設

計上予定 された 機能が 充分発揮 されて い な い の み な ら

ず, 扱能 の 劣イヒが 急速に 進行 して い るとみ られ る点が 最

も間暦 で あろ う｡ 充分 な脛持 管理が 行なわ れない 理 由と

して は , 通例 兵家経 済の 脆弱性が あげられ るが , 土地改

良事業全般に 対 して は 多額の 国費が 投入 されて い る こ と

を考えれ ば,
こ の ような理 由の み で は 説明 しきれな い で

あろう｡ 以下, ｢ 何故に 充分 な維持管理が 行 なわ れ ない

か+ と云う 問題 を土 地改良事業制度全体 の 仕阻 と の 関連

に お い て分析 し, 併せ て将来 の 方向 へ の 展望 にも触れ る

こ とと い た した い ｡

2 . 検討の 視点 ｢ 農業用 水製造販売会社+

の マ ネイ ジ メ ン トと し ての ｢ 推持管理+ と

云 う考え方 の 導入

最初に 検討の 視点に つ い て 述 べ て お きた い
｡ 農業 用水

と錐も天然自然の 水を その ま ま圃場に お い て 利用 し てい

るわけ では な い
｡

一 般に , 水ほ , 水利施設に 媒介 されて

初 め て用水 と し て社会経済的機能を 発揮す る｡ 従 っ て
,

管理 と は , ∽ 狭義に は水利施設に よ っ て 用水を製造 し,

●
農地局管理課長

六
*

(1) 工 業用水 の 易合 基本的 に 企業活身 の

論理 が働き, 施設管理もそ の 一 環 と し

て位置 づ けられ る｡

‥ … ･ ･ … + ‥ … ･ ‥ … + ‥ ( 4 )

(2) 農業用水 の 場合 農業水利 事 業 に は

｢事業 経営+ の 観念 が は い り こ む余地

が な い ｡
… … ‥ … ･ …

… … ‥ ‥ ‥ ･ ‥ … ･ ･ … ‥ ‥ ( 5 )

5 . 農業水利事業 の 制度 的仕組 の う ち に は

｢ 適正 管理+ が行 なわ れ る条件 が 存在

しない
｡

･ … ‥ ‥ … …
… … … ･ ･ ‥ … … … ‥ ･ … ( 6 ) ･

6 . 将 来 へ の 展望 … = ‥ ‥ ‥ … ‥
… ･ ‥ ‥ ‥ = ‥ ‥ ‥ … ･( 7 )

その 用水 を配水す るた め の 施設 の 操作を 指 し, (イ)広義に

ほ, 水 利施設 に よ っ て創 出された 用水 と し て の 価値 のう

ち か ら投資を 回 収 し, 施設 の 価値 の 実体 を維 持す る と云

う ー 連 の 過程を総称 するも の と理解 で き る｡ 資本 主義経

済の 論理を借 りて 比喩的に 云うな ら ば, 兼業水利施設の･

管理 とは 水利施設に よ っ て 製造 された 用水の 販売を 通 じ

て 投資を如何に 回 収す るか と云う, い わ ば農業用水製造

販売会社 の マ ネ ー 汐 メ ソ トに ほか ならな い
｡ 水利施設は

企業活動 の 基盤 と なる設備製造 と して位置 づ けられ る｡

こ の よ うに 用水 の 配分 と投 資の 回 収は , 正 に 同 一 の 実体

の 楯 の 両面 とも云う で きも の で あ っ て事柄 の 性質 上切 り

離 し得 ない 性格 の も の と云 え よう｡ 制度的 な側面か らみ

れ ば前者 は水利榛 の 問題 で あり, 後 者ほ水利施設 の 維持

東新方式の 問題 で ある
｡

こ こ で特 に 農業用水施設管 理に つ い て ｢ 農業用水製 造

販売会 社の マ ネ
ー

ジ メ ソ ト+ 云 う目新 しい 観 念を導 入

した所 以ほ , こ の ような 資本主義的な企業の 論理に 照ら

して , 現在の 農業水利秩序を 分析す る こ とに より, 却 っ

て ｢ 適正 な 維持管理+ の 意味内容及び そ れが 適確 に行な

われ るた め の 条件を 明確に す る こ とが で きる と考 えた か

らで あ る｡ 結論を 予め先 に 示せ ば , 現行 の 土地改良事業

制度 の うち に は 農民に 充分な維持管理を行なわ しめ る よ

うな経済的イ ン セ ソ ティ プが 存在 しない こ と, 別 の 角度

か ら云 え ば , 施設管理を 事業活動 の 仕組み の うち に 組込

ん で い る ｢経 営+ 観念が , 現行土地改良事業制度 の うち

に 存在 し ない こ と が , 適正 な維持管理 が行 なわれ ない 最

も根本 的な原因で ある と考 える ｡ そ こ で , 先 づ ｢経 営が施

-
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設 管理をその 事業活動の 仕組み の うち に組 込ん で い る+

とす る こ との 意味を農業水利事業 と同様 巨大な設備装置

を 経営 の 基盤 と し て い る装置工 業を 例に と っ て 検討 し,

次 に 現象的匠 は 農業用水 事業と同様な側 面を有する エ業

用 水道事業に つ い て ほ , 装置工業 に お け る事業 経営の 論

理 が基本 的に適 用され る にも拘 わ らず, 農業水利事業に

は何故適用 で きない の か
, 換言すれ ば, 何故農業用水道

専業は 成立 しな い の か , を 吟味す る こ とを 通 じて 農業 水

‾利施設 の 適正 管理の 実現条件を 追求す る こ と とい た した

い ｡

3 . 叢書 工 業に お い て は, 設備 の 適正な 管理

が企 業活動 の 論理 か ら当然に 導 かれ る よう

に な っ て い る｡

第 2 次産業の 一部門に 装置工業 と称 せ られ る 一 部門が

有 在す る｡ 石 油精製 , 化学 , 製鉄, 醸造業 の 如く製造 工

程 に 精製 タ ン ク
, 合成簡 , 熔鉱炉 , 醸造 タ ン ク の 如く 巨

大 な設満濃置 を必 要 とす る部門 であ り, ダ ム ･ 水路 ･ ポ

ン プ 等 を用水 の 製造設麻 ･ 装置とす る農業用水製造販売

会社を想定すれば 経営的に共 通な 側面をも つ
｡ ( よ り正

確に 云え ば , 水 田 の 圃場 その もの が 一 種 の 設備装置と考

え られる の で , 農業水利事業 は ,
コ ソ ビナ

ー トに お ける

電力 ･ エ業用水 ･ ス テ イ ー ム の 如 きコ テ イ タ チ イ の 供給

部門 と し て位置 づ ける こ とが で きる｡) こ れ らの 業種の 製

品 コ ス トの 稗成をみ る と, そ の 圧倒 的部門が 巨大 な設備

･ 装 置の 減価償却費に よ っ て 占め られ て い るとともに ,

コ ス トそ の も の が設備 ･ 装置 の 捜業虔むこ よ っ て左右 され

る ( 年間 の 設備 ･ 装置 の 減価償却費は 一 定 で ある に も拘

わ らず, 設備 ･ 装置の 像動状況に よ っ て 生産量が 左右 さ

れ るか ら稼動率が 低下 し生産量 が 減少すれ ば , 生産 され

た製 品の 単位当た りの コ ス トほ 上昇す る) 点 に お い て
,

一共通 な性質 をも つ
｡ 設備 ･ 装置 の 管理 如何F こよ っ て 直填

凝営成績が 左右 され る こ とと なる｡ 設備 ･ 装置 の 維持管

.理が 充分に 行 なわ れ ない 場合に は , さ ま ざまな経営的 マ

イ ナス を 生ず る｡

具体的-こ云え ば ,

の 設備 ･ 装置 の 耐用年数 の 虚縮

簡単 に 云 え ば , 充分 な手入れ が行 なわ れ な い 場合, 装

置 の 寿命 ( 耐用年数) が 経営上 予定 された そ れ よ り短く

なる と云う こ と であ る｡ 設衛 ･ 装置の 予定耐用年数が 経

過 せ ず償却が 終らない うち に 使用で きなく なれば , 未償

却 部分 ほ
一

期 に 扱失 に 計上 しなけれ ば ならな く な る か

ち, そ れだ け経 営収支 が悪化す る こ とに な る｡

(イ) 生産量 の 低下 ･ 原単位 の 上 昇

装置 の 管理が 不充分 の た あ敵陣が 発生すれば , 当然そ

･の 分だ け生 産量 が 低下 し, 製 品コ ス トの 上 昇, 売上 げの

滅 少 と云う結果 が生ず る｡

(ウ) 材料 ･ 原単位の 増大, 品質の 低下

設備 ･ 装置の 管理が 不充分の た め 機能が 低下すれ ば ,

当魚製 品 一 単位を生産 する の に必 要 な原材料 の 必 要量 が

上 昇し この 面か らも コ ス トの 上昇要因 とな るIまか , 製品

の 品質そ の も の も低下す る
｡

帥 生産 工程 の 不安定化

製造工 程の 要で ある装 置に 故障が頻発す る場合 ほ ,
ス

ケデ ュ ー ル に 合わ せ た 生産が 不可能となり, 経営 的書こ有

形無形の 損失を生ず る ｡

こ の よ うな事情 は , 設麻 ･ 装置が 大型化すれ ばす る程

強く なり, そ れに 応 じて 設備 ･ 装置の 管理が 経営上 の 重

要 な課題 と し て さ ま ざまな角度か ら研究が進 め られ てい

る｡

第 1 は , 経済的耐用年数 の 決定 の 問題 で ある｡ 耐用年

数は 一 般 に 物理的な 使用 可能性の 問題 と し て把 え られ て

い る が , こ れに対 し経済的耐用年数と云う観念が 存在す

る ｡ 設備 ･ 装 置の 使用期間 の 経過 ととも忙 投 資の 回 収は

進 む か ら資本費用 ( 減価償却費お よび 資本利子) は 減少

す る
｡

一 方使用期間 の 経過 とともに 維持管理 費の 増萬,

原単位 の上昇等 の 経営的な ディ メ リ ッ トは 増大す る
｡ 従

っ て
, 資本費用 と こ の よ うな経営 的なディ メ タ ッ トの 見

績 り費用 との 和が 最少と な る ような点 に経 済的耐用年数

を求む ぺ きで ある
｡

第 2 は
, どの 程度維持管理費をか け る べ きか と云う問

題 で ある｡ 維持管理費を節約すれば , 設 備 ･ 装置の 能力

低 下匠 よ る損失 は 増大 する｡ 逆 に , 維持管理費を無制限

に 増大す れば , 設備 ･ 装置 の 能力低下むこよ る損失 は減少

す る が , 必ず しも経営全体 と して の プ ラ ス と は な ら な

い ｡ 経営全体か らみ て
,

どの 経度 ま で鮭持管理を 行なう

ぺ きか ほ , 維持管理費の 増大 と経営上 の 損失 との 和 が最

少Fこな る ような点 に 求め る ペ きで ある｡

第 3 に , 維持管理, 特甘こ補 修作業 の計画化 , 更 に徹底

した 予防保 全 ( P ･ M ) と云う考 え方の 導入で あ る｡ 装

置 そ の も の が簡単 で あり
, 経営上 の ウ ェ イ トの 低 い 段階

に お い て は , 現場 の 作業員自らが 補修機能を担 当する ｡

次の 段階で は 補修作業の 増大 に つ れ て経 営組織 面に お い

て も こ れが 独立 す る｡ 現場 の 注文 に応､じて補修 サ
ー ビス

を提供す る わ け で ある｡ 更に , 設席装置が 巨大化 しそ の

能 力低下等甘こ よ る損失 が経営上重要 な意味 をも つ に 至 る

と現場か ら の 補修要求を 待た ずをこ
,

つ まり設備 ･ 装置の

能力低下等が 生ず る以前むこ
, 計画的 に

一

定基準に よる点

検 ･ 補修を 行なう こ とに よ り補 修費も能 力低下 に よ る披

失 もと もに 減少せ しめ よ うと云 う考 え方で ある｡ 設備 ･

装置 に 対 し予 防医学 の 考 え方を適用 した も の と理解で き

よ う｡

以上 の ような設 備 ･ 装 置の 維 持管理に 関す る理 論的蓄

寮 が進 ん で い る所 以ほ , これ らの 管理部 門に お い て は 何

れも設備 ･ 装置 の 維持管理機能 が経営活動 の 一 環 に 有機

的に 組込 まれ, 他の 経営諸部門 一 営業 ･ 財務 - の 挽
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館と密接不可分 の 鰐係iこ-ある よう仕組 まれて い るか らに

他ならない
｡

こ の こ との 意味 をもう小 し具 体的に 述 べ よ

う｡ 企業活動 の 成果 は財務諸表 , 特に 損益計算書に 集絢

的 に表現 され る｡ 損益計算書 の 収益 の 部に 計上され 右売

上 げの 増大 を図るとともに ,
一 定 の 売上 捌 こ対す る費用

を最少限度すこ抑えようとす る こ とは 資本主義制度下に お

ける企業活務に 内在す る利潤追求の 論理か ら極め て 当然

で あろう ｡ 費用 の 構成要素 として ほ 固定資産 の 償却費,

原材料費 , 補修費, 人件費, 支払金利等が あ げ ら れ る

が , 装置 工業 の場合, 設備装置 に関連す る経費 の ウ エ イ

トが圧倒的甘こ大 きく, しか も償却費, 原材料費 , 補修費,

売上 げ等 が相互貌定時 な関係に 立 つ こ とは 既に 述 べ た 通

り で ある｡ 従 っ て ,
こ の 相互規定的な関係 ･ 法則を利用

して費用 を最 少限に抑 え こむ こ とが経 営の マ ネイ ジメ ソ

ト上 重要な役 割となる｡ 設備 ･ 装置 の 管理 に 関す る さ ま

ぎまな技法
一

経 済的耐用年数 ･ 最適修繕費 ･ P M 制度

等 - も こ の よう な経営活動 の 一 環むこ 組み 込 まれ て始め

て 意味をも つ
｡

4 . 兼業 用水 と エ 業用 水と の事業 の 仕組 の差

異は 用水利用秩序の 実態 の差異 を 反映する

さ て, 用水事業も既に 述 べ た よう に ダム ･ 水路 ･ ポ ン

プ等 の 設備 ･ 装置 に よ る用水 の 製造販売業とみ る こ とが

で き る｡ とすれ ば原理的に は , 以上 の 如き設備 ･ 装置の

管 理に 関する技 法の 適用 が可 能な筈 で ある｡ と こ ろ で ,

凡 そ, 需要者に対 し用水供給 が 如何 なる制度 的な仕組 を

と っ て営 まれる か , 具体 的に 云 えば, 用水製造販売会社

に よ る営業活動 とし て営 まれ るか , 或 い ほ また , 土地改

良 区の 如き需要者白身 が構成す る団体 の 施設管理事業と

し て 営まれる か の 決 め 手ほ , 用水利用秩 序の 実 態に よ っ

て 規定される もの と考 える｡ こ の場合 , 用水利用 秩序と

ほ , 供給者, 需要者お よび水利 施設 をそれぞれ人 的, 物

的構 成要素と し, こ れらを結び つ け需給を調整す る た め

の 施設操作の ル ー ル を総体と して把 えた用水供給 の シ ス

テ ム を意味 する ｡ その 具 体的なあり方を規定 す る も の

は , 用水需要 の 構造, 施設 の 内容と機能お よび 需給調整

の 内容とその 担 い 手と考えられ る｡ 以下,
こ の ような角

度か ら農業用水と工 業用水と の 用水利用秩序の 実態お よ

ぴ こ れを反映 した 制度的仕組 の 善異を分析 し, それ ぞれ

iこ お け る施設維持管理の 位置づ けを 行なう こ と と し た

し ､
｡

- (1) エ業用水 の場合 基本的に 企 業活動 の論理 が働 き

施設管理も その
一 環 とし て位置 づ けられ る

先づ
, エ業用水に つ い てみ よう｡ 工 業用水需要 の 特質

に つ い て述 べ れ ば, 季節的時期的安定性が あげ られるで

あろう｡ 需要主体 で ある各工 場 の操業の 程度気温等に 左

右 され る こ とはも とよ りで ある が , 季節的 に需要 が集 中

し, しか も雨の 降り方に よ っ て 需要量 が左 右さ れ る鼻業

用水 と比 較すれ ば問題 とならない 程安定 して い る と云 タ

こ とが で きるで あろう｡ また , 供給施設に つ い て 云 え

ば, 需要主体と供給主体とか 直接的むこ結合され , 人為的･

な施設操作に よ る需給の 調整 の 余地が 農業用水に 比較 し

て 極 めて 少 ない ｡ 需給の 調整は 供給主体が 一 方的に 行な

い うる よ うな施設の 構造とな っ て い るが , そもそも需要

が 安定 して い るた め , 需給を 調整す る必要性の 発生頻度

そ の も の が農業用水ヤこ比較 して 著 る しく少な い
｡ エ 蔑見

水供給 の 制度的 な仕組み に つ い ては ,
こ の よ うなな利府

秩序 の 実態 を充分反 映した 法律構成 がとられ てい る｡ 印

ち ,

(刀 用水 の 供給主体は ｢工 業用水道事業を営む者+ と

して 位置づ け られ, 事業開始に 当た っ て は 事業計画

の 確実 性と経 営の 安 全性を図る 見地 か ら事業 開始 の

認可又 は届 出が必要 とされ て い る
｡

ノ
(イ) 儲給主体 と需要主体と の芦別副手突 如 こ基づ く権利

義務関係に 立 つ も の と し て構成されて い るが , 供給一

主体に は 原則的に 需賢者 よりの 供給申込 に 対 し て応

諾善紡 が あるも の とされて い る ほか
, 供給契約 の 内

容 に つ い て は ･ 通産大 臣の 認可又 は届 出卑経 た供 給

親擾と し て供給主体 が定 め る こ と とされ てい る｡

桝 料金 に つ い て ほ, ｢能率 的な経 営の 下 に お ける通▲

正 な原価に 照 らし公正妥当 で ある こ と｡+ ｢ 定額又 は

､
定率 をも っ て 明確甘こ定 め られ て い る こ と ｡+ が 法律上_

要請 せ られて い る ほ か , 供 給規 程の 必 要記載事項 と
.

して 届出又 は 認可の 対象 とな っ て い る ｡

帥 施設 の 管理 に つ い て は , 取水 , 貯水 , 導水 , 浄化 .

等の 各 施設 が 一 定 の 基準 に適合す る とともに , これ

らの 位置 ･ 配列 に つ い て その 設置及 び維持管理上経

済的 で ある こ とが要請せ られて い る｡ 吏もこ
, 供 給専･

業主体は 施設基準に 適合す る よう維持管理義務が課

せ られて い る ｡

こ の ような制度的仕組をも つ エ業用水道事業に つ いて

は , 先きの 装置工 業に お け る設備 ･ 装置管理の 論理が ほ

ぼ全面的甘こ 適用 され るで あろ う｡ 即ち , エ乗 用水道事業L

が 安定 的に 営 まれるた め に は , 当然 の こ と なが ら事業年

度 ごと の 損益の 均衡が 必要とされ る
｡

こ の 趣旨は∴地 方

公営企業と して 営まれ るエ 業用水道事業に つ いて ほ 法律

上明定 され てい る｡

一 般 の 企業経営と同様に , エ 業用水

道草業主体ほ 財務諸表の 作成が 義務付けられ , その 損益一

計算書に ほ 施設 の 滅価債却費 , 電力料等 ボ ソ プ塀 の 運転.

経費, 人件費, 支払利 息等 が, 収益 とし て は 料金収入

が そ れ ぞれ計上され る｡
こ の 場合, 料金は , ｢ 能率的な

経営 の 下 に お ける適正 な原価に 照 らし公正妥当 なも の で

ある+ よ う認可等 を通 じて規制され てい るの で
, 原価の

構成要素と なる償却費, 運転経費, 人件費等も ｢ 能率肘

な経 営の 下 に お ける適正 な原価+ をこ よ っ て逆 に規制 を受

ける こ ととなる ｡
つ まり, 工業用水道事業 狂 お い て ほ 和

-
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潤追 求原理 の 代 わ りに , 料 金に対す る公的 コ ン ト ロ ー

ル

を 通 じて適正 な事業運営が 確保 され る よ う制度全体が 仕

組 ま れ て い る わ けで ある
｡ 従 っ て ,

一 定 の 維持管理費の

支 出ほ 施設 の 耐用年数 を料 金計算 上 の そ れ と 一 致せ し め

る と と もに
, そ の 機能 一 最も重要 なも の と して ほ配水

ロ ス を
一

定以 下に 抑え る よう給水 す る こ と
-

を保 持

し, 経営の 安定を 図 る上 で は 必 要不可欠なもの とな る｡

換 言すれ ば , 一般 の 装置工 業 と同様, 経営の 安定的運 営

を 図 る見地か ら一定 の 維持管理支 出が 自動的 に な され る

よ うな仕愚が 制度全 体 の 体系 の うちに 内在 し て い る と云

っ て 差支え な い で あろ う｡ 吏に 云え ば , 工業 用水道事業

制度を 組立 て て い る論理はI 原則的に 資本主義的な 企業

活 動の 論理 と
一 致 し,

こ れ を制度的に 支え るもの と して

契 約 と発年主義会計 ( 複式簿記) が 採用 され て い るの で

あ る｡ 最後 に , 特に , 施設操作に よ る用水の 配水 と施設投

資 の 回 収 と云 う施設管理機能 がエ 業用水道事業 の 経営活

動 の 本質的 拓碁 と な っ て い る こ と を強調 して お きた い ｡

(2) 農業用水 の 場合 農業水利事業に は ｢ 事業経営+

の載 念 が は い りこ む 余 地 が な い

次 に , 工 業用水道事業 と の 対比 に お い て農業水利事業

に つ い て み よう｡

先づ
, 農業用水の 需要構造ほ 次 の 二 点 にお い て工 業用

水 の それ と著 る しく 異な る こ と が指摘 で き る｡ 第 一

は ,

時期的集 中性で ある
｡ 虔業用水 需要 の 中心 と な る稲作 の

需要 の ピ ー ク ほ 田植期 に あ り, しかも そ の 期 間は稲作 の

裁 培技術 上 の 制約 か ら極 め て短期 間と な る ｡ 第 二 は , 天

候条件 の 如何 に よ っ て年次的に も需要 の 変動 が 着る しい

こ と で あ る｡
こ の ような事 情は 産業 と して の 農業と 工業

と の 生産力の 発 展段階の 差異に 由来す るもの と思わ れ る

の で あ るが , 注目す べ き こ とは ,
こ の ような 農業用 水需

要 の 特異 性は, 基本 節に わ が 国の 農業水利裁序 の 骨格 が

形成 され た 徳川時代 か ら変化 して い な い こ と で ある ｡
こ

の こ と は , そ の 当時成 立 した水利組織及 び水利 用に 関す

る ル ー ル ( い わ ゆ る 慣行) が形 式 こ そ変 わ れ , 実 質的に

現在 も まだ 生き続 け て い る こ と か らも理解で き るで あろ

う｡ 次 に
, 供給施設に つ い て み れ ば , 導水 施設が 取水 口 ,

幹線 , 支線, 派線等親の 目状 に は りめ ぐら され, しか

も, そ れ ぞれ の 分水施設が
一

般的 に 人為的な 操作を 前掟

と して 設置 され て い る
｡ 農業土 木技術の 進歩に よ り幹線

等 の 主要 な構造物に つ い ては , 人為的 コ ン ト ロ ー ル を排

した分水装置 が採用 され る ケ
ー ス が多く な っ てきた が ,

こ の 場 合 で も末 端圃場 へ の 配水に つ い て は , 施設の 人為

的操作が 予定 されて い る｡ 施設の 構造 ･ 機能が こ の よう

な も の と な らざるを 得な か っ た の は , 基本的 に は , 用水

の 需要構造 の 特異性 と最終的 な需要主 体 で ある農業経営

の 零細 性に 由来す るも の で あるが , 加 え て土木技術水準

と 施設建設 主体 の 投資能力に も規定さ れる と こ ろ が大 き

か っ た もの とみ られ る
｡ 何れに せ よ , 末 端の 需要 に対 し

供給主 体 が直接対応 し得 な い 点 に お い て エ業用 水利用 秩

序 とほ根 本的に 異な っ て い る もの と云 は な けれ ば な らな

い
｡ 農業水利秩序の 特徴を 総括すれば , 最終需要 主体 が分

散零細錯圃を耕 作する零 細小鼻経営で あり , しかも稲 作

の 栽培技術上 の 要請か ら需要期間が 固定化さ れ るの で ,

必 然的に 水利施設団位 に 需給調整横能 とそ の 担 い 手と な

る団体の 存在が 必 然化 され る と云う こ と で あ る｡ 特に ,

水利施設 が大規模化 し, 関係す る受益水 田面 横が 広域 に

わ た る場合 は, 取水施設, 幹線, 支線等 々 どと に 水利田

体 が重畳 的 に存在す る結果 と な る
｡

こ の よう な実態を 有す る農業 水利秩序の 法 的構成 と し

て ほ , 用 水 の 供給主体 と需要主休 との 間の 権利義務 を 内

容 とす る契約関係 とす る よ りも, 需要者の 構 成す る団体

即供給主 体 とす る こ とが 実態に な じむ も の で あ り, 土地

改 良法, 水利組合法等 に お い ても こ の ような 構成が と ら

れ て きた ｡ 何れ に せ よ
, 農業用水事業 の 利用関係に つ い

て ほ , 工業 用水 の 場合 と全 く異質 な原理 に よ っ て規制 さ

れ て い る と 云え よう｡
こ こ で は

, 供給主体そ の も の が需

要 者に よ っ て構 成され , 自 らが定 め た 方法 に従 っ て用水

の 供給を 行な う と云う仕 組が と られ て い る ｡ 従 っ て , 形

態 的に ほ 工業用水 道と炉仮 して い る農業用水供給 の 法【柑

仕組 に つ い て は
,

工 業用水道事業 と根本 的に 異な る構成

を と っ て い る ｡

第 1 に , 事業 の 仕組 み が 団体法的構成 を と っ て い る こ

とは既 に 述 べ た 通 りで あ るが , 団体 の 構成 単位 が
一 筆 一

箪 の 土 地 で あ るが 如く 規定 されて い る点が 特 徴 的 で あ

る｡ ( 事業参加資格の 有無は ｢ 土地+ に つ き耕 作の 業 務

を 営な ん でい るか どうか で きめ られ , 賦課金も また ｢ 土

地+ に つ き課せ られ る
｡) こ の こ とは , 用水利用権が 独 立

の 権利 と して ほ存在せ ず , 土地所有権 の 内容 に吸収 され

て い る , 換言す れ ば水 田 の 所有権 の 移転に は当然 に用水

の 利用権 が附随す る と云う事実に 照応 し て い る｡ 従 っ

て , 用水施設 の 新設 ･ 改良の 効果も制度的に もす べ て 土

地 に還 元 され , 地価 の 上 昇 と云う形 で 把えられ て い る
｡

第 2 に , 事業 に対す る投資 の 回収 方法 と し ては 土 地 の

増加分 に対す る受益者負担 と云 う形が と られ て い る｡ 現

実 に供 給 され た用水 の コ ス トを料金 の 形 で 回収す る の で

ほ なく , 水利 施設の 建設 が 可能 とな っ た こ とに よ り上昇

した 地 価の 一 部を 公用 負担 と して権 力的に 回 収す る と云

う仕組 が とられ て い る ｡
こ の 受益者負担と 云う制度 ほ ,

道路, 河川等に 関す る事 業に よる 受益に 対 しても許 さ れ

て い る が , 何 れ の 場合 に お い てもそ の 水準 に つ い ては ,

受益を発 生せ しめ る の に要 した コ ス トと ほ無関係 に課せ

られ る こ と , そ の 法的形式に つ い て云 えば , 受益者 の 意

思如何に か か わ らず , 受益の 事 実が あれ ば 公権 力に よ り

一

方的 に 徴収 し得 る こ と とな っ て い る点に お い て , 突如

に 基づ き供給 され る用 益の コ ス ト に 対す る対価と して 授

受 され る料金 と は異質 な性格を も つ もの で あ る｡
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第3 に , 既†こ述 べ た ようiこ硬 水 ロ
, 幹線, 支線と各 分

水 日 ご とに 重 畳的に水利組織 が存 在 し需要者 と供給者 と

か 直接的 な対抗 関係甘こた たず , か つ
, その こ ととの 相互

規定 的な関係 に お い て , 従来基幹的な施設か ら末端施設

まで 一 貫 した 抜穂の論理 が貫徹 し て い なか っ た こ とも あ

っ て 事業 の 施工 方式が 国 ･ 県 ･ 団体と事業 規模に応 じて

区 分され て い る ｡ 極端 に 云えば, 各分水 日 ごとに水利組

織 が存在
.
し, それ ぞれ独立 の ′J ､ 芋苗を形成 して い る た め

一 貫 した 用水供 給 シ ス テ ム の 論理 が貫 徹し て い ない ｡ 幹

線水路 の 分水 ロ ビとに存在す る水利組織ケこと っ て幹線水

路 は制御不能 な自然河川 とし て の 意味 し か持 たず ,
これ

を与件と した 管理 が行 なわれ て い た の が 旧来 の 水 田 の 大

規模 な水利施設に 係 る水利姐織 の 実態 で あ っ た と云 っ て

も 差 し支えない で あろう ｡ とすれ ば , それぞれの 小宇 宙

ど とに規 模に 応 じて 国 ･ 県 ･ 団体営の 別 に 時期 を異に し

て 工事 が施工 され ても別段 の 支 障は生 じなか っ た の で あ

る
｡ む し ろ , 各事業主体 の 財政的 な投資能力か ら云 っ て

か か る施 工形態 の 方が 実態に 即 し て い た と さ え云い 得 る

ように 思われ る｡
この ような施工 方式を と っ た 結果, 当

然 の こ となが ら事業主体の 区分 ビ とに , 本来横簡約に は

一 体 とな る ぺ き各施設の 所有主体が 異な る こ と と な っ

た ｡
こ の よう に事業 の 施行主体 と施設 の 所有主体とを ス

ト レ ー トに結 び つ けた こ とは , 農業水利 の 実態 に対す る

深 い 理解 の ない ま ま形式的に 国有財産法 の 体系 を適用 し

た か らに 他 なら ない が , 農業水利 秩序の 実態が 先きに 述

べ た ようなもの で あり, か つ
, 水利施設 の 機能が 農業用

水 へ の 供給に 限定されて い た 限り で は 特 に 問題 を生ず る

こ とは なか っ た の で あ る｡

最後に , そ して こ れが 最も重要な ポイ ン トであ るが ,

現実 の 農業水利事業 の 根拠法 である土地改良事業制度 に

ほ 工業用水道に お ける ように , ｢ 一 般 の 需要㌢こ応 じ工 業

用 水道に よ る工 業用水 を供給す る事業+ に 相当す る観念

は 存在 し ない
｡ 法律上, ｢ 農業用用排水施設 の 新設 ･ 変

更+ と ｢ 管理+ と はそれぞれ別箇 の 事業と して , それぞ

れ 独立 して 並列的 に 規定 され て い る
｡

本来, 事柄の 性格上, ｢ 用水の 供給+ が事 業の 目的 で

あり施設の 建設と管理は その 手段で なければ ならない 筈

で ある
｡

に も拘 わ らず, 何故施設 の 建設 の た めに 特別 の

手続 が必要 され る の で あろうか
｡ それほ

, 投資 の 回 収が

受 益者負担と し て現実の 用水の 供給の 有無, 受益者 の 意

思 とは 無関係に 強制的むこ 徴収され る仕組 をと っ て い る こ

とと の 見合 い で , 予 め事業参加者 の 意思 を問うた め の 法

手 続 を定め た もの であ ろう｡ 沿革的 に 云 えば , 農業水利

魔 設 の 新設改良に は 別段の 法手続を 必要と しなか っ た ｡

( 戦前の 農業水利事業の 大宗を 占めて い た 用排水幹線改

兵事業 は通 達と予算構造 に よ っ て施行され て い た ｡) これ

ほ , (刀事業 の 実体 がお お むね 旧来 の 水利組織 が管理す る

灘 設 の 部分的改良更新で あ っ た こ と｡ (イ) 水利組織の 成員

が 地主 で あ っ た た め 事業に 対す る利害関係 の 一 致が 得や

すく , また , 投資の 回収も容易で あ っ た と思われ る こと

( 実質的 には 水利費担当部分 は小作料 に含 まれ てい た ｡)

に 由来す るも の と思われ る
｡ 戦後農地改 革に よ っ て 尤大

な数 の 零細 自作 農が つ く りだ された こと と人民 の権 利を

尊重す る 戦後法律制度 の 一 般的 な傾 向の 産物 と し て この

よう な仕組 が とられた の で ある｡

5 ･

.
兼業水利事業 の制度的仕組 の う ち に は

｢ 適正管理+ が 行な われ る条件が 存在 しな

い
｡

それで は , 以上の ような鼻業 水利秩序の 法的構成の 仕

姐 の うち に , 施設 の 維持管理 が 適正 に 行なわれ る条件か

存在す る であ ろうか
｡

第 一 に
, 施設 の ｢ 建設+ と ｢ 管理+ とを 制度的に 結び

つ ける ｢ 経営+ ( 工業 用水道事業法の 表現を借 りれば ,

｢ 事業 を営む+ と 云う観念) が 農業 水利事業 に は 存在 し

な い の で , 適正な管理の 意味 内容を既 に 述 べ て きた よう

に 理解す る限り,
一 般的むこは その ような条件 は 存在 しな

い もの と考 えられ る｡

先述の 如く ｢事業 な営む+ とほ , 建設 さ れた設備 ･ 装

置を運転操作す る こ と甘こ よ っ て 収益をあげ, 設備装置の

償却費, 運転管理費, 人件費等の 費用を カ バ ー

し , 姐益

均衡す る ように 運営す る こ と を意味 し, 装置 工 業に お い

て ほ設 備管理は 中核的経営機 能と して位置 づ けられ た ｡

と こ ろ が , 農業水利事業軒こお い て は , 投資の 回収は施 設

の 管理 とは 全く 無関係 に 行なわれ る ｡ 制度的 に ほ , 一定

の 手続 を 経て施設 が建 設され た場合 , そ の 管 理が どうあ

ろう とも , 現実 に 用水 の 供 給が 行なわれ よう と行なわれ

まい と受益者負担を課 し得 る よう仕 組まれて い る
｡ 現行

事 業制度に よれ ば国 ･ 県営事業 は , それぞれ末端を 一 定

限度 で 打切られ る ように な っ て い るか ら,
こ の 面に お い

て も実 際の 用 水供給が 円滑に 行なわれて い るか 否か とそ

れぞれの 事業 の 負担金との 関係は切 離 され て い る ｡ 同様

に , 負担金の 水準 も用 水の コ ス ト と は 全く 無関係に 定 め

られて い る
｡ 凝設 の 建設 に 当た っ て 品質管理 を厳格 に 行

なう等 施工 の 質 を高 めれ ば, 建設投資敬そ の も の は 増 嵩

す ると しても , 耐 用年数が 伸長 され る結果 , 毎年の 償 却

費 と して は却 っ て 廉く な
,り

, その 結果用水 の コ ス トが 引

下 げられ る こ と となる
｡

にも拘 わ らず , 施設 の 耐用年 数

に 無関係 に 償還条件 が定 め られ て い る現行制度 の 下 に お

い て は , 農民の 立場 か らみれ ば施設 高度化 に よ る メ リ ッ

ト は全然 存在 しない と云 っ ても過言 で ほ ない で あろ う｡

む しろ , 事業費増 嵩に よ る 当面 の 負担 の 重 さ の み が 意識

さ れる で あろう ｡
こ の よう な仕組 の 下 にお い て 農民 ･ そ

の 組織す る土地改良区に 適正な管理を期待す る こ とは 困

難で あろ う｡ 土地改良区匠 と っ て最も 合理 的な ど へ
イ ビ

ャ
ー は , 当面 の 配水に 支障を生 じない 限りに お い て必要
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最 小限に 管理費を 節約 す る こ と で あろ う｡ 更 に , 制度面

に お い て 災害後旧 事業甘こ対す る高率の 助 成が あ る こ と が

事 態を
一

層複雑むこ して い る ように み られ る｡ 農業水 利施

設 の 投資回 収方法-こ つ き現行の 受益者負担制度が 再検討

され る場合 に は , 当然災害復旧 事業 の 位置づ けも問題 と

なる で あろう｡

更に
, 最近匠 お け る農産物価格 の 停迷に 伴 い 賦課金 の

引上げ が 困難 と な っ て い る こ と お よび 改良 区の 人件費が

高腰 し て い る こ とに 伴う財務 内容 の 悪化 に よ り , そ の レ

ワ が あげて施設 の 維持管理費 に よ っ て い る よ うにみ られ

る ｡ 先き に 述 べ た ような 制度の 仕組の 下 に お い て ほ こ れ

また 極め て 当然の こ と と 云わ な け れば な らな い
｡

｢ 適正+ 管理が 行な わ れ な い 要因は 以上に つ き るの で

あ るが , 副次的な要因 と して 施設の 所 有関係が あげられ

る
｡

一

つ の 水利秩序を構 成す る水利施設が そ の 建設事業 の

遊 行形態 を異に す る こ と に よ っ て 国 ･ 県 ･ 土地 改良区と

所 有主体を 異に す る｡ 実際に は 管理委託制度を 活用す る

こ と に よ り ,

一 般的に は 改良区に 管理委託が な され, 全

体 の 施設 の 統
一 的な 管理主 体と して位 置づ け られて い る

が , こ の 場 合に お い ても実質 的に は下部水利組織 の 連合

体 的機能 を果 して い る に 過 ぎず , 水利 秩序 を構 成す る旛

■設全体 に つ い て将 来を 見通 して維持管理 を行 な っ て い る

‾事例 は殆 ん どみ られ な い ｡ 制度 的甘こも管理委託契約に ほ

抽象 的かこ善 良な管理者 の 義務 をうた っ て い る の み で あ

る｡ 勿論 , 法律 技術的 に ほ委託契約 の 内容に 詳 細に維持

こ

管理 の 内容 を書 き こみ 義務 附け る こ と ほ不可能 で は な い

が そ の 実益 に 乏 しい で あろ う｡ と云う の ほ , 例 え委託契

一約違 反 の 事実 が あ っ た と しても契約 を解除 し施設 の 利用

を禁 止す る と云 う こ と が実 際問題と して考 え られな い か

らで ある
｡

こ の こ と は , 旧来 の 水利組織 の 管理 し て い た

二施設を 国 ･ 県営事業 に よ り改良更新 した 場合 に 正 に 適合

す るで あ ろうが , 新規水源開発に より旧来の 水利秩序の

一再 編成又 は 新 しい 水利秩序が 創 りだ された場 合に も事 情

･は 同様 とみ て 差支 えな い で あ ろう｡ 勿論, 土 地 改 良 区

は , 施設の 所有者が 国で あ り県 であ るか ら適正 な 管理を

二行な わ な い と云うの で は な い ｡ ( た だ し , 農業用水に 他

家 の 可能性が 出る に 及ん で , 長氏に 水利権 ･ 施設地盤所

有 権 ･ 施設所有権 に 対す る権利意識が 高 ま り , そ れ と平

二行 し て国や 県の 施設 で あ る以 上 国や 県が 管理費を 負担す

べ きだ と云う主張が きか れ る よう に な っ た こ とは 注目に

伍す る ｡) だ が , 事業 の 施 工 区分 と これ に 対応 した所有 区

分 の 考 え 方は , 建設 と管理 と の 分 離, 受益者 負担制度 ,

二事業経営概念 の 欠 如と
一

体 と な っ て工 業用水道事業 と は

根本 的に 異な っ た現 行の 農業水利事業制 度の 基本原理 を

形 成 して い るも の と 思 わ れ る ｡ 従 っ て
, 適 正管理 を制度

予約 に 担保す るよう現 行制度 の 板 柾忙 メ ス を入れ る場合 に

止ま, 専業 の 施 工 ･ 区分等 に つ い ても 当然検討 が必 要 と さ

れ る で あるう｡ ( そ もそ も, 現行制度 の 下 に お い ても国

･ 県営事業 の 性格 の 理解 の 仕方に 問題が ある よ うに 思わ

れ る
｡ 国営事業 とは 国力ミ施設 の 建設 の み な らず, 水利権

を取得 し積極的 に用水 の 配分 まで関与す る考 え で あ る

か , そ れ とも単 に専 ら技術的 ･ 資金的理 由か ら施工 の 代

行 をす る の み で あるか , 全体 の 構成 を何れか甘こ割り切 る

必要 が ある よ う に 思われ る｡ 国に よ る水利権 の 取得, 施

設 の 譲 与規定 の 活用 方法等に つ い て は 当面 緊喫 な課題 と

して も検討を要 す べ き問題 で ある
｡)

6 . 将来 へ の 展 望

さ て , 以上 現行制度 に 適正 管理の 実現条件が 存在 しな

い こ と , しか し なが らそ の 仕組は 現在の 農業水利秩序の

実態に 深く根差 し てい る こ とに つ い て 累 々述 べ て きた ｡

そ れ では , 現時点 に お い て こ れ を 根本的に 変革す る条件 ,

工 業用水道事業 を組立 てて い る論理を 農業水利事業に 導

入す る条件は 成熟 して い る とみ られ る で あ ろうか
｡

残念 な が らそ の ように は 判断で き ない の で あ る｡ そ の

理 由は 農業生産 の 季節的被制約性に 規定 され た 用水需要

の 時期 的集中 と こ れに 対応す るた め の 需給調整機能 の 必

要 性で あ る｡ 用水の 供給主体と 需要 主体と の 間を 直援鮒

な 変杓関係と して 法律構 成す る こ と は 不可能で ほ な い に

して も, 内容的に こ の ような需給調 整の た め の 制約 が 多

い 契約は 契約の 名に 伍 しない で あろ う｡ 仮 りに 水 源水量

が 需要量に 対 し相対的に 豊富で 需給調整が 一 般的に は 必

要 な い 場合に お い て も, 需要 が時期 的に 集 中 し, 天候に

左右 されて年 次的な変 動が 着 る しく大 きい こ と は 農業水

利事業 を 工 業用水道事業の 如く ｢ 事業経営+ と して 営む

こ とを 困難な ら しめ る｡
つ ま り , 特定の 渇水 年を基 準に

施設の 容量が 定 められ て い る場合, そ の 特定年次以外の

年度に お い て も施設の 償却費は 毎年発生す るに も拘わ ら

ず ,
これ に合う用水 需要 が存在 しな い か らで ある｡ 従 っ

て , 経 営の 安定 を図ろう とすれ ば , 固定費 ( 施設 の 操業

度 如何に 無関係 に発 生す る経費 , 例 え ば施設 の 償却費,

職員の 人件費等) は
, 現実 の 使用量 と ほ無関係に 固定料

金 と して 徴収 しな けれ ば な らない ｡
こ の 料金 は云わ ば 引

水 の 権利 を契約 上保 証さ れた こ と に伴 な う対価 と して の

意味 をも ち , こ の 意味すこ お い て は , 償還年限 と耐用年数

と の ギ ャ ッ プ と 云う点 を別 とすれ ば結 局現在 の 土地改良

事業費 負担金 と形形態 的に は頸似 してく る わ け で ある
｡

最 後に , 需要 主体 が分散錯 囲を耕作す る零細 経 営 で あ

り, そ の 実体は 徳川時代 よ り基本的に 変化 して い な い こ

とを あげて お こ う｡ た だ し , 経営の 零細性が 直接的に 新

し い 制度 の 論理 を妨げ るもの で は な い こ とは 上 水道の 例

を み て も明 らか であ ろう｡ 経営 の 零細性が
, 需要 の 時期

的集中 と相 ま っ て 水利組織 に よ る需給調整の た め の 統制

を 不可欠 と して い る処に 問題が ある の で あ る｡ 以上 の よ

う な意味に お い てほ , 現行土地改良事業制度もそ れ な り

ー
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の 合理 性をも つ も の とも云 え る ｡ 現在 ま で管理 問題に 対

す る制 度的措置の 必要 性が 関係者間に痛 感さ れな が ら実

現 しなか っ た 理由も また こ の 辺に ある ように 思われ る ｡

以上 専 ら新 しい 制度の 原琴導入 に否定 的な側 面に つ い

て の み 述 べ て きた ｡ しか しなが ら, 反 面最近の 農業 を と

り まく諸情勢の 変化に よ っ て 伝統的に踏 襲 されて きた 農

業水利秩序 の 実態そ の もの に 変化の き ぎしが み られ , こ

の こ とが 新 しい 制度的な 対応措置導入 の 契 機と もな る こ

とが 予想 され る
｡

そ の 契 機は 実態面 と政策面と に それ ぞ

れ存在す る｡ 前者か ら取 上 げ る こ と と し よう｡

第 1 は , 従来農業水利秩序の 基底を形 造 っ て い た 末端

水利組織 = 部 落の 機能が 急激な 都市化 ･ 兼業化の 進行に

伴 い 喪 なわ れ つ つ あ る と云う事態が 全国的に 広汎に拡が

り つ つ ある ように 見られ るの で あ る｡ 部落の 共 同出 御 こ

よ る薄 さ ら え , 水見廻 り, 水 香等の 慣行が 解体 し管理 が 粗

放化す る場合, 水利秩序全体の 体系が 取払か らゆ さぶ ら

れ る結果 と な る ｡

一 般的な取水量の 増大ほ そ の あ らわ れ

の
一

つ であ る｡
こ れ に 対す る対応措置と して

一

般 的 に考

えられ る こ とほ , 末端に お け る出役を必 要と しな い よう

に 遜設 の 構造 ･ 機能を 改め る こ と , 具体的に 云え ば 水路の

管路化 で あろう｡
こ の こ とは , 次に 述 べ る全水利秩序の 制

御機構 の 完備 と相 ま っ て 農業水利秩序の 質的転換を もた

らす, 換言すれ ば供給主体 と需要主体との 間に 直接的な

史的関係を 導入 す るた め の 物的条件の 整備を 意味す る｡

第 2 に , 制御技術の 進歩発展で あ る｡ 用水需給に つ い

て調整 が必 要 で ある と して も, そ の 調整, 具体的 に は ポ

ン プ , 靡門 , ダ ム 等 の 操作 を人間 がや ら なけ れ ば ならな

い 必 然性は な い ｡ また , そ の 調整 を関係水利組織の 代表

者 の 協議に よ っ て行 なわ なけれ ば なら な い 必然性も また

同様に 存在 し ない
｡ 従来, 経験的に

.
行 なわ れ て きた 用水

の 配分管理 の 実態 を分析 し, こ れ を法則化 しプ ロ グラム

と し て計算機 に記憶せ し め
, 運転管理 に 必 要 な用水需要 ･

水源状 態に 関す る情報が 自動的に 収集 ･ イ ン プ ッ トで き

る よう な制御 メ カ ニ ズム を 作 りあげて お けば, 中央に お

い て よ り効率 的な調整が 可能 と な る等で ある｡ か くて ,

需給調整 の た め の 重畳 的 な水利組織は 全くそ の 存在理 由

を喪失す る こ と と な る ｡ 巨大 な多数の 供給施設 を核 と し

て質 の 異な る尤大 な需要者に 対 し供給を 行 なう と云う点

に お い て鼻業水利 と共通 な側面 を有す る とも云 え る電力

会社 に お い て は
, 供給 コ ス トの 切下げ を図 るた め,

こ の

よう な制御機構 を供給 シ ス テ ム に 導入 し て い る と の こ と

で ある ｡ 農業水利 に つ い ても畑 か んに つ い て ほ未 だ充分

な形 で ほ ないむこせ よ こ の よう な制御 シ ス テ ム を 導入 し て

い る例は 各地甘こみ られ る｡ 排水に つ い て も西蒲原 2 b a を

対象 とす る新 川の 排水機場 の 運転管理 に つ い て 導入 が検

討さ れ て い る ｡ 問題と な る の は プ ロ グ ラム の 内容 とそ の

法 的性格 で ある ｡ 未 満の 一 筆 一 筆 の 零細 な 圃場 に お け る

需要条 件の 変 動に対応 し得 る よう プ ロ グ ラム を 作成す る

こ とほ 理論上 ほ ともか く現実問題 と して は 不可能で は な

か ろうか
｡

つ ま り計算機に よ る制御機能を 導入 す る と し

ても, 末端の 需要の 質 の 変化が ない 限 り, 旧 来の 農業水

利秩序に お い て人間が 果 して い た 役割を 計算機が 代替す

る の み で水利秩序そ の もの の 性格を根本的に 変え る こ と

は 期待 で き ない と思わ れ る ｡ また , こ の プ ロ グ ラム は そ

の 性格上 あい ま い で あ る こ とを 許 さず施設操作を め ぐる

地域間 の 利害関係を は っ き り と割 り切 ら ぎるを 得な い ｡

云わ ば , 従来, 慣行, 関係者 の 合意, 操作技循老の 熟練

の う ちに 埋 設 し てい た 施設操作むこ 関す る利害関係を 白日

の 下に さ らす結果 と な る ｡

一 方 ,
こ の プ ロ グ ラム ほ 維持

管理 の 事業計画そ の も の で あ るか ら, 制度的 に は 当然三

分 の 二 の 同意手続の 対象とな るわ けで あ るが , 事柄の 性

格上 同意手続 に は な じまな い で あ ろう｡ か くて , こ の よ

う な高度 な制御 方式を 導入 して い る用水供給 シ ス テ ム に

つ い て需要者 の 保護に 関す る法的規制は 如何に あ る べ き

か と云う 問題 を生ず る
｡

そ の 方向 と して は , 現行土地改

良制度 の 如く施設管理事業計画 に つ い て 需要者自 らが
一

定 の 発言権 を留保す る と云う形式で は な く, エ 業用水道

事業 の 如く旛設 の 管理そ の も の に つ い て は 供給主体の 責

任 に まか せ
, 需要者 に 対 し てほ 行政庁の コ ン ト ロ ー

ル 下

に ある供給規程 に従 っ て供給 を受 ける権利を 保証す る と

云う こ と と な る であ ろう｡

第 3 に
, 農業用水 の 需要構造自体 の 変化が あ げ ら れ-

る ｡ 農業用水需要 の 特質と し て先きに あげた 需要の 時効

的集 中, 年次変動 ほ専 ら水稲 に つ い て考 えられ た もの で

ある｡ こ の 場合 にお ける水 の 機能は , 植物生理上 の 要求

量 を越 え て自然条件 の 変動 を稲 の 生 育条件の 確保 と云う

見地か ら緩和す る機能 を果 し て い た も の とみ られ る｡ 従

っ て , 天候 そ の 他自然条件 の 変動甘こ対す る緩衝換能が 他

の 生育環境保全施設 に対す る投資むこ よ っ て 代替 でき る な

らば , 用水 需要 は皇質 とも に変化 し てく る筈 で ある｡ 例

えば , 温室 園芸 , 礫耕 栽培に お ける水 需要 の 性格 ほ稲作 に-

お け る 農業用水 需要 と は異質 なも の と云 っ ても差支 え な

い で あろ う｡ また ,
こ の よ うに 徹底 した 形 で な い に せ よ

畑地か ん が い に お ける用水 需要 は水稲 ほ ど時期的集 中か

著る しく なく 通 年需要 が存在す る こ と . 営農雑用水 と云▲

う形で 需要形 態が 多様化 して い る こ と , 高度 な畑作経営

に お い て は単 な る 不足水量 の 供給 か ら賛極 的な 土壌水分

の 最適量の 管理手段に 用水供給の 役割が変化 して い る こ

と等旧 来の 水 稲を 前提 と した 用水 需要 の 性格 が変化 し つ

つ あ る ように 思わ れ る
｡ 更 忙 , 未だ 筋芽 的存在 で あ り,

将来の 姿を 明確に 見通せ るもの で は ない にせ よ水 稲部門

自体に つ い て も請負耕作 ･ 集団栽培等に よる用 水需要単▲

位の 大型化が 期待 され る｡
こ の 場 合に は , 末 端に お け る

部落に よ る需給調整の た め の 統制機能が 不要 と な る の

で , 水路の 管路化 に よ る給水の 自動化ほ
一 層容易†とな る

の み ならず用水需要 の ピ ー クも自 らな ら され 需要に 弾力
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性 が生ず るで あろう｡
こ の よう な用水需要構造 の 変化は

必然的に 旧来 の農業水利秩序 の 変革 の 有力 な要因 と して

作用す る で あろう｡

以上 は , 専 ら実態面 か ら農業水利秩序変革 の 実機 と な

る と思わ れ る要因に つ い 七述 べ た が , 全く別 に 農業政策

の 新た な展 開と云う政策 的見地 か らも現行土地改良制度

の 基本原理 に つ い て根本 的な再検討 が求 め られ , そ の 一

環 と し て管理 の あり 方が 問題 と なる可能性 一 現在 の 勉

現実的 な行政 的課題 と な っ て い る わ けでは ない が - が

あ るよう に 思わ れる ｡

即ち , 現行制度は しば し ば指摘 されて い る ように 農地

改革に よ っ て 創設 された 自作長 の 存在を 前挺 と し , 客 観

的に ほ そ の 維持強化を 因 っ て きた もの とみ られ る｡ 土地

改良制度 の こ の ような 役割は 農地 法 に お け る自作農主義

と耕作権 の 保護強化 と ともに 戦後長政の 重要 な柱と な っ

て きた
｡ しか るに , 最近 の 農業を と り まく諸情勢の 変化

は こ の よう な零細専業自作農 の 存在基盤を 掘 りくず し
,

ホ モ デ ュ
エ ア ス で あ っ て零細専業自作農を 圧倒的多数 の

兼業農家 と極く少数 の 農業志 向の 農家 と へ の 分解を 急速

に 進め つ つ あ り, 同時に 請負耕作, 集団栽培等法 の 予定

せ ざる多様 な営 農形 態を生 ぜ しめ る に至 っ た
｡

かく て ,

地 価の 異常に高騰 した 現状 に お い て経営規模拡大 の 方途

を寧ろ こ の よう な 営農形態 に 求め , 制度 上も正 面 か ら こ

れ を 容認す べ きで ある と 云う有力な 主 張が生ず る に至 っ

た ｡
こ の た め に は , ｢ 農地法 に よ る耕 作権 の 保 護を 撤廃

す べ きで ある ｡+ とする ｡ 確 に , 地域 的な差 異ほ ある にせ

よ現在の ように 労働力市場 が 農村内部 まで 深く 拡が っ て

い る ような 情勢の 下で は 農地法を 撤廃 した か らと 云 っ て

戦前の 地 主制 ･ 高率小作料が復 活する お そ れ は な い で あ

ろ う｡ ( 請負耕 作に お け る土地 所有者取 得分の 高さ は ,

寧 ろ請負耕 作に よ る限界収益 の 高 さに よ っ て 説明 され る

べ きで あろう ｡) し か し な が ら , かか る主張 ほ耕作権保護

が 撤廃乃至 弱体化 され た 場合土地改良投 資の 担 い 手 を誰

と考 え る か と云う重要 な論 点を 見逃 し て い る よ うに 思わ

れ る ｡ 耕 作権 の 経 済的実 体の 相当部分 は 土地改 良投 資に

よ る 増加収益を
一 定利子 率で 資本還元 した も の で あり ,

こ れ が保 護さ れ る か ら こ そ 土地 所有権 を 有 しな い 借 地 農

に よ る長期 的に 効果が 持続す る土地改 良投資が期待 で き

る わ け で ある
｡ 何時土地 を取 りあげ られ る か わ か らな い

ような状 態の 下 で効果 が 長期 的に 土地 に 附着 する 投資に

踏 み 切 る もの は い な い で あろう ｡ かく て
, 耕 作権 の 弱体化

す る場合 に ほ, 当然耕作者以外 の 者 に よ る土地 改良投資

の 担 い 手 が用意 され な けれ ば な らない ｡ 現行土地改良制

度 は三 条 資格者 の 規定以下全体 系を通 じて耕作者 の 自発

的意 思と負担 を原則と し て仕組 まれ て い るか ら必 然的に

土地改阜制度 の 根本的再編成 が必 要 と なるわ∈ブで ある
｡

解決 の 方向は 二 つ ある ように 思 われ る｡

一

ほ , 戦前 に お

け る よう な地 主 の 負担 に よ る土地改良投 資の 実 施 で あ

り,

一

ほ 土 地改良投資そ の ものをま第 三者 の 投資に よ り 毎

年度 そ の 償却 費相当分 の み を現実 の 耕作者か ら徴収す る

と云う考 え 方で ある
｡ 前者 の 考 え 方に つ い て 云 えば, 戦

前 と 異な り地 主 が零細多数に の ぼ り , か つ
, 地代 の 徴収

に 関心 をもた な い
, 少なく とも自 ら土地 改良投資 の 肩替

わ りを して まで地代 徴収に 関 心を 持 つ とは 考 えられ な い

こ と か らみ て期 待で きない で あろう ｡ 後者 の 考 え 方ほ耕

作権 者乃至そ の 組織 する 団体 とほ 別簡の 投 資主体 を想定

す るととも に , 制度上 土地改良投 資と土地 の 増価 を切 離

して考 え ようと す るもの で ある ｡ 土地改良投 資甘こ必 要な

資本 は投 資主体 が独 自に 調達 し, 資本 の 回収ほ 年々 発生

す る コ ス トに 基 づき定 められ た 施設使用料金の 形で 回収

し よう とす るも の で あ る｡ そ の 限 りで は 工 業用水道事業

の 考 え 方の 導入 と云 っ て も差支 え な い ｡ た だ し , こ の 考

え方 は水利施設 の 建設改良の み な らず面事業 , 特に 圃場

整備に つ い て も可能 で ある｡ 圃場整備事業に よ り造成 さ

れた 圃場 に つ い て耐用年数を どう考 え るか と云う問題は

ある が , こ の 場合使用料は 実質的に み れ ば地代の
一 部 と

な ろう｡
こ の 考 え 方の メ リ ッ トほ 土地 に 対す る投資を 所

有権者 ･ 賃借権者以外 の第三 者が 肩替わ りす る こ とに よ

っ て , 賃貸借突 約解約時 に お ける有 益費用 償還 に ま つ わ

る困難な 問題を 回避 す る こ と に ある ｡ 勿論 , 制度上は土

地 改良投資を 土 地 か ら切 離 した と しても客 観的な事 実と

して ほ 切 離せ るもの で は な い か ら, こ の 考 え 方の 前 穿と

して ほ 耕作権そ の もの は 第三 者が管 理する 方法が検 討さ

れ る べ きで あ ろう｡

何れむこせ よ,
こ の よう な 措置は 現行土 地改良制 度の 基

本原理 の 完全 な否定の 上 に の み 成 り立 つ もの で あ り, 考

え方と して は 限定的に せ よ工 業用水道事業 の 原理 即ち史

的原理 の 導入 を 必 要と す るもの で あ る
｡

さ て , 以上 ｢ 適正 管理+ 実現の 条件が 現行制度 の うち

に 内在 して い な い こ と , そ の 理 由ほ水利用 の 構造 , 水利

施設の 機 能, 水 利組織 の 形態 に よ っ て規定 さ れた 農業水

利秩序の 実態と こ れ を前 提と した現行 土地 改 良制度, 特

に 投資回 収方式に 求め られ る こ と に つ い て 工 業用水道 と

の 対比に お い 七述 べ て きた ｡

一 方 , 農業利水秩序 の 実態

そ の もの に変 ぼうの き ざしが み られ る こ と, 及び 農地 の

流動化の 促進と 云う見地 か らも現行制 度の 仕組 の 再検討

が 迫 られ て い るが , そ の 解決方向と して ほ , 現行制度 の

基本原理の 否定 と新原理の 導入 が考 え られ , こ れ ほ
, 水

利権, 維 持管 理問題 , 土 地改 良区問題 等の 懸案事項 の 解

決 にも連 な る こ とに つ い て述 べ てきた ｡
こ の よう な 措置

は , 更 に 国 ･ 県 , 団体営 の 事業 区分, 国庫助成方式等制

度 の 全般 にわ た っ て 深刻 な影響 をもた らす こ と とな る｡

従 っ て , 現在必 要 な こ とほ , 将来の 方向 に つ い て 組織を

あげて徹底 した 議論 を重ね , 焦点が 定め られ た な ら ば ,

現実 的なア プ ロ ー

チ の 方法 を検討す る こ とに あ るの で は

なか ろ う か
｡

-
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した ｡
そ れで い ろ い ろ愛 知県ある い は 岐阜 県の 中 で, 管

理 に つ い て い ろ い ろ検討し てみ ます と, 土地 改良 区に よ

っ て非常 に ま ち ま ち で した ｡

で , 土 地改良 区で や っ て い る管理 とい うの ほ 水 の 配分

管 理と い うの が
一

番 の 目的な わ け ですが , 実 際ほ施設 の

維 持補 修 とい う こ と がおも に な っ て い ます ｡ 実 際, ど こ

の 土地改良区で も, 幹線だ け は水 を管理 し ます が , 枝線

へ 配分す ると きほ , た い て い の 場 合 - と言 い ますよ り

もほ とん ど全 部で すが
, もう枝線に まか しち ゃ っ て い る

とい う こ と で すね ｡ で , 横線は も っ と大きくな り ますと

派線 と い う こ とに な るん で すが
｡ 農民は そ れを末 端で 使

用 し ますが , 最近で ほ ほ とん ど水管理を や ら な い で す

ね ｡ 水 の 見回 り とい うの は なくな っ ち ゃ っ た とい うの が

実態 だ ろ うと 思うん です｡ ですか ら水が ある うちは か け

っ ば な しにす る と い うの が実態 です｡ ですか ら土地改良

区か ら文句 を言わ れ な き ゃ 十分 に 流 し てお けば い い んだ

とい うの が管理 の 実 態の よ うです ｡ それが ます ます ひ ど

くな っ て きて い る と い う感 じが し ます｡ そ こ ぺも つ て き

て , 最 近で は 都市化 の 影響で 汚濁, どみ が ひ ど い で す

ね ｡ で すか ら管理に 非常に 手間が か か っ てく る
｡

また ,

分水 に も手間が か か っ てく る とい うた め に 水 が どれ だ け

流れ て い る と い う こ と よ りも, 十分で あれば い い ん だ と

い うの が実態 じ ゃ な い か と い う感 じが して お るの で すが

また , 組織 の 面 か ら言 えば , 土 地 改良区は , こ こ まで

はや るが あと は し らな い と い うか っ こ う ですね ｡ そ うす

る と , そ の あと また 枝線 で土地改良区 を つ く っ てい る と

こ ろも あり ますが ,
一 貫性 がない と い う感 じが し ます｡

これ は 土地改 良法 そ の も の に ,

_
そう い う管理 の 問題 を余

り扱 っ て い な い と い う こ と が 1 つ の 問題 だ と 思う ん です

永井 管 理 とい うも の を , 公 団法の 中な どで は操作 ,

維持, 修繕 と い うふ うな こ と

で 言 っ て い ますが , い わ ゆる

施設管理の ほ か に , もう1 つ

財産管理 と い う側
.
面が あ り ま

す｡
これ は 公 団の 欠 点 で す

が , そ の 辺が ま-だ 専門的 に タ

ッ チ で きて い な い と い う よ う

な と こ ろが , 問題 に な っ てお

り ます ｡
こ と しか ら私 どもも

管財係 とい うの を つ く り ま して , 専門に そう い う財産管

理的側面 の 管理もや る ように して お り ます｡

そ れか ら施設管理の 面 で は 操作,･ と い う こ とは , 結局

水管理 と言 い ますか , 水 の 制御 の 問題, い ま太田 先生お

っ し ゃ た
ミ

文句が 出ない 程度に ミ と い う域を, 私どもの

と こ ろも脱 して い ない と い うの が実情 です｡ まあ雨が 降

っ た か らもう少 し しぼ っ ても い い ん じ ゃ な い か と い うふ

う な,
そ う い う状況の 変化に 対す るきめ こ まや か な制御■

と言 い ますか そ の 対応 とい う こ とを もう少 しきめ こ まや

か に やれ る ように は な るだろ う と思い ます｡
また それが一

必要†こ な っ てく る と思 い ます｡ 愛知用水で は ,
5 ミ リ以

上降 っ た ら15 ミ リ とか , 維持管理計画で ル ー ル を つ くら

れた ようで す｡ そ うい う ふう なこ と を将来 はや っ てい か

なけ れば な らな い だ ろ うと 思い ます ｡ 私 ども は事業 の 性

質上,
そ こ まで は 立 ち 入 っ て お り ませ ん｡ 農業用水 と し

て の 管理は 末端の ほ う まで 私 ども は や らず , 副操作員 と

い う水利調整委員 とい う 1 ク ッ ジ ョ ン置 い た形 で や っ て

お り ます｡

っ ぎに 都市用 水 と の 関係 で すが , 私どもの ように都 市

用水 と農業用水 を同時に 取 っ てい る施設に お き ま し て

は , 従来過去 3 年, 農民側に は , 利根川の 水が 少な くな

っ たか ら節水 してく だ さ い と い う こ とで , 去年は 約 200

万 ト ン
, お と と しは 700 万 ト ン ぐ らい の 節水を お 願い し

た ん です が , そ の と きむこ , 東京側ほ ち っ とも節水 して お

らん じ ゃ な い か ｡ 苦 しむ と きほ や っ ぱ り
一 緒に 若 しもう

じ ゃ ない か と い う感 じが 出 ます｡ 都市 と農村 と の 関係 で

そ うい うバ ラ ン ス と い うも の が , 必要 じ ゃ ない か と い う

こ とを 感 じで お り ます｡ で す か ら都会 でも , 東京 あた り

で 給水制限が 行なわ れ るな らば , 農民の ほうも節水 に 入

ろ う じ ゃ な い か とい う詰も 出始め て お り ますね ｡

早乙 女 現在水資源公団は , 管 理事業 と しま して , ダ

ム も含め て 約12 事業や っ て お り ま して , 予 算は4 7 年度現

在 で, 約18 億 円く らい で す｡

最近私 どもが 配慮 し てお り ま した こ とは , 水需給が 非

常 に逼迫す る予想が 出てきた こ とで す｡ 建設省の 広域利

水調査 に よ っ ても昭和60 年時点に お い て , 需給均衡が 悪

化 し てく る と言 われ て お り ます｡

それ と とも に管理面 が 広域化, 多目化 して きた ｡ ま と

処理の 方式が † 一 夕 ル 化 して きま し た ｡ す なわ ち計画 ,

建 設, 管 理を 通 じたも の に つ い て , 最近学徳会議等 で言

わ れて お り ます ように , テ ク ノ ロ 汐
-

･ ア セ ス メ ソ ト
,

即ち 適用部門 と開発部門の 技術全般を通 じて繰 り返 し点

検が 行 なわ れ て い く ｡ こ うい う ような事 柄を 重視 しなけ

れば い か ん だ ろう と思い ます｡ また , 制 度間題で は経 済

分析 とか
, 償還分析 とか こ うい うもの を 含む検討が 重要

視 され てく る｡

とくに , 広域管理 と い うふ うな 問題 が 重視 されて く るだ

ろ う｡
そ うい うも の へ の 対処方法は い ろ い ろあ るわ けで

すが , われ われ が それ に つ い て考 えて お り ます 1 つ の 方

法 と は , で きれ ば多目的農業水利 とか , 大規模 な農業水

利に つ い て は い わ ゆる社会 的な共 同利用 手段 と い う よう

な 考え 方を 前に持 ち 出 して , で きれ ば管理 を な る べ く強

化 して い く こ と で す｡ 建設省 の 河川管理 は い わ ゆる公物

公共管理 と,
こ うい う ような や り方に な っ て お り ま す

が, こ れが 最近で は , 利 水機能の 内陸浸透と い う形で ,
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河 川法 の
一

部改正 等も行な わ れて お り ます こ と もあ り ま

す の で, こ の 辺 の 関係 と合わ せ て , い ろ い ろ と検討 しな

けれ ば な らん と思い ます｡
で , 先行投資方式と か , そ れ

か ら施設改造, 改良, そ れか ら管理事業の い わ ゆ る計 画

管 理体制 へ の 移行,
こ うい う問題 を 内々 私の ほ うで は 重

視 し て検討 し てお る段階で す｡

小野 私は まず管理に 入 る前の こ とを 申 し上 げた い ん

で す｡ 建設が始 ま っ て , 管理に 移行す るた め の 仕 事とい

うもの が 非常に 重要なん で す｡ 簡単に 申 し上げ ますと ,

経 費の 面 で まづ 困り ます｡ まあ愛知, 豊川,
2 つ とも し

ょ っ ば なか ら管理を 担当 した の で すが , 困 るの は , 短期

‾間 に で きた 工 事の 締めく く りと 言い ますか , そ れが建設

腰 階で ほ 必ず しも完全で は な い
｡ そ の た め に は建 設の う

ち か ら少なく とも建 設が 終わ っ て か ら2
,

3 年 間面倒 を

見 る まあ業 務整 理費と い うよ うな 形でも よ ろ しい と 思い

ますけ れども , そ うい うもの が あ っ て 初め て建設 か ら管

理 に 円滑に 移行が で き るん だ と 思い ます｡ そ の 予算的 な

･措置 が必要 じ ゃ ない で し ようか
｡

これ は 当初か ら予算化

す べ きだ ろ うと考 え る わ けで どざい ます ｡

そ れか ら, 私 ども の 豊川 の 管理 と い うの は, とに か く

水 源か ら取水施設 , そ れか ら末端 の 田畑 ま で , 蛇 口 の と こ

ろ まで , 公 団が 工事 を や っ てお り ます｡ そ の 関係 で, こ

れ を管理す るた めに , た と え ば豊川 の 場合は , 公田が 取

水 施設 , 水 源, ある い は調整池 と い っ た , そ うい う基幹

の も の を管理 し て
, そ の 次 の 段階を 土地 改良区連合 とい

うも の が や っ て お り ます｡ そ し て各町村区単位の 放棄線

ヰこ つ い ては , 土 地改良 区むこ まか せ て い る｡ こ の 3 つ の 風

韻 が あり ま し て , そ の 間 の 連絡は 何とか や っ て お り ま

す ｡ 毎年度配水計画を 立 てて や っ て は お り ますもの の
,

どうし ても実際 とか け離れた も の に な っ て い る ｡ とい う

の ほ , き ま っ た とお りの 申し込み 方法を とらな い で , む

し ろ土地 改良区 な り , 土地改良 区連合 の 職員が , 目安で

両 横 な り , ある い は 水量を 申 し込ん で く る ととい うの が

現 状 で ご ざい ます｡

そ うな り ます と, さ っ きも太田 先生が お っ し ゃ っ た よ

う に , と に かく 手を省く た め に , 水を よけい 流 し て い

る
｡

こ れで い い の だ ろ うか と 思うわ けです けれども , 現

実 に は や は り手を 省く こ と が管 理費を 浮かす こ と にも つ

.なが り ます｡ そ の ような こ と で , 貴重な水 を ほ ん と うに

う まく 利用 し ようとす るな らば , そ れで は い け な い ん だ

_と思 い なが らも, そ うい う経 費に制約 され て
, どうし て

‾も 相反 す る ような か っ こ うむこ な っ てく る ｡ そ れが 現在 の

私 どもの 悩み だ と思い ます ｡

河井 私どもの 宮川地 区は御承知 の と お り国営専業 で

昭 和4 1年 に完成 し, 農林省か ら管理委託 を受 けて41 年虔

か ら土地改 良区の 手で管理 を い た し てお ります｡ 先 ほ ど

太 田先生 の お話に ご ざい ま した とお り, 本来か ら い き ま

す と , こ の 国営施設の 管理は もち ろ ん , そ れぞれ末 端の

耕地 一 筆 に至 る まで , 土地改

良 区の 手で水 の 配分 を しな け

れ ばな らない と い う の で す

が , 何と 申し ま しても , 管理

に つ きま して は農家 の 負担に

なる と い う こ とが 1 つ の 大き

な問題に な っ てお り ます｡
豊

川用水 さ んの iまうも同 じで ご

ざい ま した が , 私の ほうは こ

と し反 当た り 650 円の 管理費 を徴収 して お り ま す が ,

そ れ と ても幹線 の 管理 と, 支線 の 管理だ けで精 一 ば い の

状 態です｡ した が い ま し て葉線甘こ ま い り ます と, 地元で

用水調整委員会 を つ く り ま して
,

こ れ書こ配分, 管理を ゆ

だね てお り ます｡
しか し, 土地改良区は , 末端の 配分に

要す る労務費ほ 全 然支払 っ て お り ませ ん の で ,
そ れぞれ

の 部 落に よ り ま して 必要経費を 菓分 して 徴収を して い ま

す｡ した が い ま して 現在 で は管 理費は 土地改良区の 管理

一費と, そ れか ら部落で い り ます管理費が 2 重 に集 め なけ

ればならん ｡
こ うい っ た こ と で ど ざい ます の で , 中に は

もうほ と ん ど管 理者を置 かず に , か っ て に水 を使 っ てお

り ます｡ しか も最 近の 営農状プ勤ま, 日 曜百 姓と 申 し ます

か , 土曜日 の 畳 か ら日 曜日 に 田植 え をす る
｡

こ の ときに

1 度 に ど っ と水 が い り ます の で , 土 地改良 区の 職員も,

日 曜, 土 曜に な ります と 田 へ 行 っ て , 夜も渡 られ な い と

い っ た状 態を続 けてお ります｡ また , 太 田先生 の 御指摘

も どざい ま した と お り , な る ほ ど土地改良法そ の も の に

も , あま り管理 の こ とに は 重点が置か れて お り ま せ ん

し , 国と私 ども の 管理協定の 中に も, た だ施設の 補修と

か 管 乱 そ う い っ た こ とは 青か れて お り ますが, 水 の配

分に つ き ま して は あま り具体的な こ とが 書か れて お り ま

せ ん｡ 実際は ,
こ の 末端配分甘こ問題が あるの で すが｡ ま

あ, 経費の 問題が
一 番大きながん に な り ま して , こ の 間

厚 さ へ 解決が つ けば, 末 端の 管理は 十分に い けるん じ ゃ

なか ろうか
｡ 次に 人員で すが当初, 農林省 か ら19 名必要

で す よ と言わ れ ま した の で , そ の つ も りで配 置い た しま

した が, 現行で ほ25 名に な っ て い ます｡ 当初 よ り 5 名ふ

えて お り ますが , そ れで も まだ枚線 まで で , 派組 まで管

理 して お り ませ ん
｡

こ れを 完全に 近い まで に する に ほ二

現在 の 倍の 人見が 必要だ と, 考 え て お ります ｡

司 会 右 裾さ ん , 国営管理の 状 況等に つ い て い か がで

し ょ うか
｡

石 塀 私も管理を 担当 しい る もの ですが
,

大伴建設,

管理と言わ れ ま しても , まあ土地 改良法上建設,
管 理と

い うもの を 別事業 に 仕立て て 区分 け して お りますが , 本

来, 建 設と管 理と い うの は
一 体 で は ない で し ょ うか ｡ い

は は, 建設 も供給の 1 手段で ある と考 えられ る わ け で

す｡ 建設 され た施設 が管理 に よ っ てそ の 効用が 生 きてく

る わ けです の で , そ うい う面 で 農業土木技術者 の 方々が

-

1 2
-



管 理 の ほう に も日 を 向けられ る と い う こ とは , 結局ほ 建

設 の 究極目 的を 達成す る と い う こ と で , 大切 な こ と だ と

思い ます ｡

た だ , 管 理と 申し ま しても , 大 きく 申し ます と水 の 管

理 と い う こ と で , 中身 は , 用水 を供給 し, 配分 , 調整す

る と い うふ う な , 機 能的な面 と , それ か ら施設 そ の も の

を管 理 し, 施設 の 価値を 経結 して ゆく とい う こ ととさ ら

に , そ う い う管理を す る団体 の 運営, 管理 ま で含 まれ ま

す｡

こう い う 3 つ の 面が 施設管理 の 中に あるわ けで ,
こ れ

らが う まくか み 合は な ければ ならな い
｡ 非常に 狭い 意味

の 施設の 投術的 な管理だ けで な しに , そ う い う施設管理

の 機能面 と い うも の も 引 っ く る めて , 土木技術 の 方 々 が

目 を管理 の ほう に向 けられ る ようお 願 い し ます｡

で
, 最近 の 維持管理 の 問題 ですが, 太田 先生もお っ し

ゃ られ ま した ように , 管理 の 粗放化 , 資産 の 食 い つ ぶ し ,

災 害 の 危険等,
い ろ い ろ な問題が あが っ て お ります｡ そ

れ か ら施設 が 非常に大規 模に な っ て まい りま した がそ れ

を管理 す る土地 改良 区とい うもの が兼業化 の 進行 と い う

ような こ と も あ っ て 弱体化 して きて い る｡
せ っ かく の 大

親 模施設 を
一

元 化 して つ く り ま しても , 管理面 で そ の 効

用 を 半減 して し まうよ うな地 区が ある
｡

まあそ うい うい ろ い ろ な問題は だ い ぶ 前 か ら言 われ て

お っ た わ けな ん です けれ ども ,
こ こ10 年乗ず う っ と維持

管 理費 の 助
‾
成 を してく れ とか , ある い は事業 を や り ます

場 合の 補助率 を ア ッ プ してくれ と か , 具体 的に は そう い

う要望 に な っ て 出て きて お っ た わ けです｡ 最近 に お き ま

して
, 特 に そ れ に加 え ま して

, 都市化 の 進 展中こ伴う い ろ

い ろな 面 で の 影響が 管理に も あらわ れ て まい り ま した
｡

用水の 他転で ど ざい ます とか , あ るい は 農業用排水路甘こ

都市下 水が 流入 して , 量的な溢水の 問題で す とか , 質的

に は 水質 汚濁 と い う ような 問題｡
そ う い う ような 問題が

か な り強く 出て きて お り ます｡

しか し維持管理に つ きま し て, 将来 の あり方を 想定し

て , そ れ に 合わ せ て 水利組織な り, 管理体系 とい うもの

を 土地改良法に 書き込むと い う こ と は , どうも現行の 制

度 を根 本的に 引 っ く り返す ような 非常むこ大 きな 作業に な

る ｡

また 将来 の 水需要 の あり方, 末端 で の 需要構造等がど

う い う形 に な っ て い くか
｡

お そ らくだ んだ ん大規模 な農

場経営 と い う形 にほ な っ て い く ん で し ょ うが , い ま現在

で, そ れが 成熟 した 姿とし て水利組織 な り, 水管理 の あ

り方と いうも の を取 り込む ま でに は ま だ至 っ て い な い の

で ほ なか ろう か
｡

また , 都市化 に伴う い ろ ん な対処療法的 なも の に つ い

て は , 現在改正 法案 を 国会 で審議 中ですが基本的 な維持

管 理 の あり方 に つ い て は なお 今後の 問題 と し て
,

こ れか

らも十分に 検討 して い きた い と い う ような 段階 で ど ざい

ます｡

岡 本 皆 さ ん の お 話 を伺 っ て い て , なぜ 管理 と い う こ

とが こ れ甘まど問題をこな っ て き

た か と い う こ とが,
こ の 間題

の 一 番重要な と こ ろで , 近年

の 管理問題の 重要化 とい うの

ほ , 蘇国ほ 都市化だ ろう｡ 都

市化 という意味 は ,
まず 農業

労働 力の 流 出や 農地 転 用に よ

る賦課面積 の 減少に よ っ て,

農耕作業 そ の も の まで含 め て

い わ ゆ る水管 理がす べ て 粗放化 して し まう ｡ 従来配水管

理を や っ てきた 土地改良区に そ うい う十分 な配水管 理能

力がなく な っ て きた ｡

そ れか ら, さ らに そ の 困難を倍 加するも の と し て ･ 都

市化 に伴 う廃 棄物の 投棄と か水質 の 汚濁と か ,
ます ます

むず か しくす る ような要 因が オ ー バ ー ラ ッ プ し て きて い

ます｡

しか も 一 方で , 都市用水 の 需要の 増大に 伴 っ て 水源ダ

ム や 取水導水 の 施設が広域化 し多目的化す る上に , 農業

用水 の 配水管理が粗放で は な いか と いう こ とに 関 して き

び しい 目が 向 けられ る とい う内外の 事情が 管理問題 を 非

常に 重要化 して きて い ると思うん で す｡

で すか ら私は , 結論を 先取 り して 仮説 と して 述 べ ます

と, 従来の 土地改良区に 現在背負わ せ て い る ような 配水

管理を や らせ る こ とが無理なの で は な か ろ うか ｡ そ れは

こ とばを か えれば 一

貫管理を す べ きだ とい う主張 に つ な

が る と 患うんで す ｡
つ ぎゃこ , い ま 患で 皆 さ ん方が お触れ

に な らな か っ た 問題 で
,

2 つ ばか り触れ て おきた い 問題

が ど ざい ます｡

1 つ ほ , 管 理さ せ られ る側むこ し まし ても , 計画 段階で

無理 が ある た め , 管理 の 段階 に な っ て し りぬ ぐい させ ら

れて も どう し ようもな い と い う こ と が多々 ござい ます｡

た とえば永井 さん御指摘の 有効雨量 というも の を用水

管理 の 中に計 画段階で は取 り入れ て ご ざい ます けれ ども

現在 の 広域化 した豊 川用水 の よう な用水 で , 有効雨量 を

計画 段階で机 の 上 で は じい た よう な形 で きか せ る とい う

こ とほ , 不 可能です ｡ そ の よ うな計画段階 で の 不簡が管

理を 困難 に して い る｡ あ るい ほ 管理を 粗放化せ ぎるを 得

な い 原因の 1 つ で ある と い う こ とは , 見の が しで きな い

だ ろう と思 い ます｡

また ,
ハ ー

ドな施設面むこ関 して も, た と えば配 水施設

の 基幹施設で あり ます分水装置に 閲 し ま して た と えば戦

前の 円筒分水, 戦後の 射流分水と い う ような , ;軒削こモ

ダ ン な分水施設が , 必 ず しもそ の 時点で の 農民の 水管理

_
の 実態 とな じ まな い た め に

, 実際に 使う段 に な ると, そ

れが か な りゆがめ られて 使わ ぎるを 得な い
｡

こ れ は ゆが

め たをまうが 悪 い の じ ゃ な くて , 計画 した ほうが 悪 い の じ
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や な い か と い う こ とを自己 反省 して い るわ け で す｡

そ れか ら豊川, 愛知用水, 利根大堀の 調査を させ て い た

だ きま し て感 じま した こ と は , あの ような 管理を や っ て

お い て い た だ き ます と
, 計画立案に 非常に 参考に な る｡

つ ま り管理 に は
,

ち ょ う ど医者が カ ル テを 集讃 して い き

ます よう に
,

1 人 の 病 人を なおす こ とが
, 次 の 病人を な

おす参考 に な る
｡

つ ま り管理と い うも の が
, 次 の 計画管

理 の 基礎 に なる とい う, 側面が あると思 い ます｡

司 会 一 通 り御意見 を伺い ま して
,

こ れか ら い ろ い ろ

個別に 御検討を い た だ くわ け

で ご ざい ますが , 太田 先生が

最初に , 土地改良法 は施設を

つ く るに は り っ ば な 法律で す

が , 管理 の 面 に つ い て ル ー ズ

じゃ な い か と い う こ とを お っ

し ゃ っ た わ け ですが
, 現行 の

土 地改良法云 々 と い う よ り

は
,

現在 の 制度上 も っ と こ う

い うと こ ろ に つ い て考 え る べ き じ ゃ なか ろうか とい う こ

とが ご ざい ま した ら御 意見を い た だ きた い と 思 う ん で

す｡

太 田 い ま の 土 地改 良法 と い う の は, 建設が 目的 で つ

く っ た法 律なん で すね ｡ しかも 前の 段階は耕地整理法 ,

あれも建設す るた め の 法律 で ど ざい ます ｡ 以前 は管理す

るの に
, 普通水利組 合とい うも の と 2 本 立 て の ようなか

っ こ うで した ｡ 耕地整理法 で や る管 理もありま す し, 普

通水 利取合で や る管 理も あ る とい うふ うな こ と で , 多 少

混乱 は あ っ た と 思い ます,
それ は 組織 の た て ま え の 話 で ,

実 際農民が して い る や り方は , 昔もい ま も変 わ っ て い な

い ｡ た だ , そ れが 岡本さ ん お 吉に な っ て い た ように, 非

常 に 労働力が 足りなく な っ た り, 都市化 に よ るい ろ ん な

もの が 入 っ て きて
, 管 理が や りにくく な っ て い るん だ と

い う こ とで す｡ そ れか らも う 1 つ は , 農民が水 を見 回り

に さ っ ば り行か なく な っ ち ゃ っ て い るとい う こ とです ね

え｡ 水 は入 れ っ ば な し , 出 し っ ば な しとい うか っ こ うが

多い で すね え｡
こ れで は い けな い の で すが , 十分に管理

し よう とす るに は
, 管理費用を い まの 3 倍 も4 倍も取 ら

な ければで き な い と い う こ とだ と思い ます｡ 施設もそ れ

に 見合う ような施設とい う こ ともあり ますが
｡ しか し,

い ま の 管理費用の 何倍も金を 取 るな ど と い うと , 農民が

一 体納得す るか どうか と い う こ とな ん で すけ れ ど も ね

え｡ 公団さん の お やりに な っ て い るの は
,

そ の 点だ い ぶ

し っ か り した もの だと思 い ますね
, 費用もお取 りに な っ

て い ますが … …

｡ そ れか ら,
こ れ は同 じ公団で も, 住 宅

公団 な どと い う の は値上が り した ら家賃を た く さん取 り

ます しね ｡
そ れか ら道路公団セ も見合う ように 料金を取

っ て い き ますが, 水 資源公団 とい うの は 施設 に こ れだけ

い る か らと, うん と取 るわ けにい くも ん か
,

い かん も ん

か
,

そ こ らの と こ ろに 1 つ 間霹が ある と思う ん で す が

ね
｡

早乙 女 そ れ で は , 実際に 私 どもが や っ て き ま した経

緯 をお 話 し し ます と, 管理運営委員会 とい うもの を 通 じ

ま して , 毎年編成 され ます予算を地元に 御 了解い た だ い

て い るわ けな ん です｡
こ れが 毎年毎年物価が ふ えて ま い

り ます と, 管理費が 大体 1 割 ない し多 い と こ ろで 2 割 ｡

大体そ の 中聞 ぐらい が 多 い の ですが
, 少 しづ つ 上が っ て

い るわ け です｡

収納状況な んか を み ま して も, や は り負担金を 納め て

く る側 でも, 非常 に皆 さん が 苦労 されて い るの は, 都市

用水 サイ ドで は どざい ませ ん で
,

農業 で ど ざい ます｡ 私

どもが 頭 を痛 め てお り ます の は
, 都市化が 広域浸透 して

きた と い う こ と で
, 農村社会が どうもそ う い う混在化傾

向に ある ん じ ゃ ない か ｡ 利水 の 機能が社会化 して きて い

る ん じ ゃ ない か ｡ そ う い う ような こ とか ら言 い ます と,

大量, 広域, ある い は多目 的な基幹施設 の 管理 に つ い て

は
, 社会 的共 同利用手段 とい う よう な

, 何か う ま い 手段

を導 き出 して
,

それ に よ っ て で きれ ば
,

- こ れ は本省

の 方が い ら っ し ゃ る と こ ろ で 申 し上 げて は な ん ですが,

な る べ く補助 金をた く さ ん投 入 で きる よう に して
, 維持

管 理体制 の 強化 をす べ きだ と思 い ます｡
こ れ は公 団の 手

前 み そ に なり ますが
, 公団 の 中でも そう い うふ う に して

い か ない と,
どうも現実 の 農業 の あり方が もう兼業化を

是認 して い る と い うよう な社会政策が 行 な われ て おり ま

す の で
,

や っ ぱ り純 真的な 感覚 で管理 を取 り扱う と い う

だ けで は
, 今後 は あま り平等 に い か ない ん で は な い か ｡

こ うい う感 じが して お り ます ｡ や は り近代化も しな けれ

ばな らな い
｡ 農業 団地構想 と か

, 畜 産基地構想 と か
,

い

ろ い ろ あ ると 思い ます けれ ども, 地域 開発 を騰 ま えた よ

うな 開発方式 へ 移行 して い く べ きだ と思 い ます｡ それ か

ら既存の 土地 改良法 の 管理 方法 の ほ か に新幹線 を走 らせ

た ら どうか , 水 の 問題と い う の は時 系列 の 問題 が 非常 に

作用 し ますか ら, 急速な転 換は 求め られ な い と 思うん で

すが ｡･ した が い ま して , そ うい う ような時 系列 を 克服 し

て い くに は , あ る程 度摩擦 を 避けた よう な軌道 を 引い て

や らな い とう まくい か な い ん じ ゃ な い か ｡ また , 発 想を

ぐ っ と変 え な い とい けな い ん じ ゃ な い か
｡ 現在地域 開発

を 推進 して い る他省の 開発構 想と タイ ア ッ プす る と い う

ふ うな形も出て く る と思い ます ｡

岡本 い ま御指摘の 問質 は配水管 理が粗 放化 して水が

必要以上 に 使わ れて い るの は 困る とい う こ とです けれ ど

も, もうち ょ っ と こ まか くみ ます と
, 管理 団体 が重層化

し ます と, そ の 間に 断線が 必 ず起 こ っ て い る わ け で す

ね ｡ た と えば豊川用水で は 管理に あた る改良区連 合の 職

員に し ます と, 農家に 絶対 文句を 言わ れな い ように, 上

に 向か っ て 水を要求す る｡ 公団管 理所の 支所 は, 本所 に

向か っ て
, 絶対自分は 文句を言わ れない よう に 要 求 す
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る｡ で すか ら管理団体が 重 層化 し ます と, そ の 段階 ど と

に オ ー バ ー

エ ス メイ トで帝算 され てく る｡
こ の よう な事

情 は利根大堀 に も ござい ま して , 管理 団体 の 管理 の 切れ

目の と こ ろ に そ うい う こ と が, 起 こ っ て き ます｡ そ れを

拝見 して お り ますと,

一 貫管理 の 必 要 性を痛感す るわ け

で す｡ で すか ら敬具の 構成 の 上 で ,

一

貫管理 を裏 づ ける

ような構成を ひ と つ と らな ければだ め だ と 思い ます｡

そ れか らもう 1 つ は , 農業は 好む と好 ま ざると に かか

わらず, 都市化に 伴 っ て 労働力も足りな くな っ て 粗放化

して い る｡ 農耕労働そ の もの が粗放化 せ ぜ るを 得ない と

い う事情は
,

こ れは 何も農民の 責任だ け じ ゃ ない の で ど

ざい ま して
, そ の 労働生産性を 上 げ るた め に , 農耕 労働

を 楽甘こす るた め に , 水を じ ゃ あ じゃ あと使う と い う の

官も ある意味で 水 の合理的な使 い 方で すね え｡ 長氏か ら

み ます と, 水を か け流 しで , 水を見回 り甘こ行か ない で 済

む よう に す る と い うの は , そ れは そ れで 合理性があ るの

でそ れを 権利水量 の 範 囲でや っ て い る分に は , 何ら文句

を言われ る筋 あい は な い の じ ゃ ない か
｡ しか し, 国家的

な見 地か ら, や は りそ の よ うなむだ は 避け て
, 急増す る

都市用水 の 需要に あて ざるを 得 な い だ ろう｡ とな れば,

何が 要請 され るか と言 えば, た とえば水田 を全部パ イ プ

に した 地 区で は用水畳が減 ります｡

早 乙女 確か に その とお りだ と思 い ますね ｡
パ イ プ ラ

イ ン 化ほ 水質汚濁もそ れで 防

げ ると い う ような こ と に つ

なが っ て い る こ とだ と思 い ま

す し, 管理 の 省力化 に も つ な

が る｡ た だそ の 場合に ,
1 つ

だ け私 らが 心 配 し てお り ます

の は ,
い わ ゆる農業用水 の 反

復利用が 地域に よ っ て は ある

わ けですね . こ の 効用がなく

なる た め パ イ プ ライ ン化 が水需要増大 の 1 つ の 要因に な

る だ ろ うと い う こ と です.
また , 農業用水が い ま ま で水

を じ ゃぶ じ ゃぶ 使 っ て むだ水 を使 っ て い た よう ですが
,

案外 あれ が地下水 か ん黄 に な っ て 反復利用 され る. 非常

に 自然の 生態 系と言 い ますか , い ろ い ろな 生物の 関係,

地下水 の か ん養 ,
こ うい うも の に有利 な作用 を し てお っ

たわ けですね ｡ ああい う作用 がパ イ プ ライ ン に よ っ て失

わ れ る こ ともあ ると思 い ます｡
まあ農業も そうい う パ イ

プ ライ ン化 を しなけれ ば, 管理体制 を整備す る なん て言

っ て み て も実現 で きない だろう と思 い ますが
｡ 体制を整

麻 する前 に , 施設 を整備 する とい う の が前掟条件だ と い

う御 意見は 全く そ の とお りだ と思 い ます｡

河井 まあ私 ども常 に感 じて お る ん ですが, 長氏は 工

事 に 対する 負担金 ほ 少 し ぐらい 高く ても あま り文句を言

わ ない ん ですね え｡ と こ ろが維持管理に 金 のか か る こ と

は 非常に や か ま しく言 うん です｡ そ こ で , そう い っ た こ

とを避 け る た め に ,
これか らの 新 し い 事業は , 将来 の 維

持管理 の 費用 を安くす るた めに は
, 少 し ぐら い 金が か か

っ ても や っ て い た だく べ きだ と思 い ます｡

それ か らパ イ プ ライ_ソ の お話が 出ま した けれ ども, こ

れは節水 とか管理 上 非常 に便利 ですが , 幹線部分ほ い い

ん で すけれ ども, 最末端 に なり ますと どみ が 詰 ま りま し

て
, 機能が年々低下 して お り ます ｡ 私 の と こ ろ も′り プ

ライ ソ で や っ て い ますが,
2 年 ぐらい は よく 出た ん で す

が , だ ん だん 性能が低下 し ま した ｡ 掘 っ てみ ます と+ ､ き

い どみ が詰ま っ て し ま っ て い ます｡ 4 , 5 年で ほ とん ど

や り直 さな ければならな い ように なる ん じ ゃ ない か と患

い ます｡

それか ら制度 の 問題で すが , 私 い つ も考え て お る の で

すが
,

い わ ゆる管理散見を強化す るの は い つ で もで きる

と思 い ます｡ と こ ろが経費の 問題が ど ざい ますの で , 音

あり ました 普通水利風合 の よう な制度に か えた ほ うが か

えっ て い い ん じ ゃ ない か ｡ 金 で解決 で きな い と こ ろは あ

る程度行政面 で これをや っ て い く ｡ 前 ほ市町村長が責任

を も っ て管 理を し, ある い ほ経費の 徴収 もし てお っ た ｡

そ うい っ た制 度を ある程度現在 の 土地改良 区に 取 り入 れ

て い っ た らどうか と考 えて お るわ けです｡

司会 制度面 で どう ですか ｡ た と えば, 公団法 とい う

の は土地改良法 か らみ る と だ い ぶ 管理 の こ ともい ろ い ろ一

考 えられた 制度 に な っ て い る とか ｡ また , 公団法 で もこ

うい う点が 非常 に 不備 だ と い う点 などど ざい ますか ｡

永井 公団の 場 合に は 県以下 のiまう ほ, た と えば管官

費の 50 % は 県が 負担す る と い う原則が法的に は言わ れて

お り ます し, しか もそ の 率 を変更 した 場合 剛 ま総裁 の ほ

うに届 けてく ださ いと い う こ と ですね ｡ 私 ど も の と こ

ろ , 埼玉 県 あた りは88 % を県が 負担 し て い ます｡ そ うい

うふ うな こ と で 農民の 負担 を軽減す る とい う こ とが で き

て お り ますか ら, そ の 点 非常甘こ有利だ と思い ます.

大堀 のむまうは 2 県に また が る とか , 準農業施設とい う

こ とで , 農林省か らとく べ つ の 配慮に よ っ て補助金を50

% い た だ い て お りますけれ ども, 制度的に そ うい う助成

措置 を し て い た だく とい う こ とが 必 要 じゃ ない か と患 っ

て い ます｡

とい うの は , ああいう大河川 の 雄設で す と, 堰 を つ く っ

たた め に , 下流 の 洗堀とい うか , 河床低下が非常に 激 し

く な っ てく る
｡

それ の 補修工 事と い うの は , きの うそ の

概算が 出た ん です けれ ども, 6 億 ぐら い か か る わ け で

す｡ 要す るに 経費が 非常に 大 きい わけで すね ｡ い まは 補

助金 をい た だい て お ります の で なんとか や っ て ゆ け ま

す｡ また , 河川浜 で水利権と い う の は 私権の 対象に しな

い と育 っ て い る ん ですか ら, そ れを カ バ ー す る金の ほう

は 国でみ る べ き じ ゃ ない か とい う感 じが あり ますね ｡

しか もい まま で ほ水利権と い う もの は や っ ばり我田 引

水的 なもの が強か っ たで すね
｡ 発電なん か で も 5 % か10
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ほ法定 の 水利権水生 よりも よけ い 取 っ た り し て い ま す

し, そ うい う実態 を, や は りガ ラス 張 りの 管理を す る よ

う に して , み ん なが サ バ を読 ん で い た もの をは き 出して

も らうとか , そ う い う こ とが 必 要ケこ な っ てく るで し ょ う

ね ｡
まあ公 団の モ ッ ト ー

と し ては ガラ ス 乗 り の 管理 とい

うこ と ですね ｡ 数 字は ど こ にも公表す ると い う行き方で

い か な い と , 地域間 の 対立 も ある し , 産業間 の 対立 もあ

り ますか らね ｡ そ う い う対立 の 中で 公明正 大な 管理を や

っ て い か なけれ ば信頼 を得られ ない
｡ 得られな ければ,

ある水が なく な っ て し まう｡ と い う こ とで や っ て お りま

す の で ,
これ は新 し い 社会 の あり方 の 1 つ だ と思う んで

すが｡ そ う い う方 向 へ 水管理 と い うもの も向か わ ない と

い けない の でほ な い か ｡

う ちあた りで も, 千葉県あた りか ら見に き ますと , 下

流放流が30 ト ン で , 取水量が 100 ト ン な ん と い う時期が

あるわ け ですね ｡ そ うす ると千葉県の 人は ,
こ れだか ら

お れた ち が足 りない ん だ と い う こ と をお っ し ゃ い ます け

れ ども … …

｡ まあそ うい う こ と ほ 数字を ち ゃ ん と タイ プ

ア ク ト して お 見せ して あ り ますか らね . 隠 して お り ませ

ん か ら,

ミ
い や 必 要なと きほ ち ゃ ん と い く よ うに な っ て

お り ますモ とか
ミグム か ら補給があ り ますか らミ と 言え

ば安心 して くだ さ るわ け で す｡ 埼玉 県の 中で 東京都 が水

を 取 っ て い る こ とに つ い て も, 埼玉 県は 公団が取水管理

を して い るとい う こ と の 信 頼に お い て や らせ て い る と い

う こ とがあ り ます.
や は り相互 に信頼 感が わ い て く れ

ば, い ま まで サ バ を 読ん で 要求 した こ とも 少なく な るで

あ ろう レ
… ･ ･

｡ 水利調 整で例 の 河川法 の 53 条 と い う の が

い ま慢性化 して きて い る ようで すね ｡
よく河川 局か ら,

私どもの と こ ろ に 少 し節水 してく れない か い とい う話が

出 るわけで すね ｡ うち の ほ うで取 り ます と利根川 へ 還元

い た し ませ んも の ですか ら｡ で , それ ほ は53 条 で や る ん

で すか ｡ や るん な ら文 書でく だ さ い と言う と , い や , 頼

む よと い う よ うな着 で すこ それ が 毎年 ある と い う傾 向を

見せ てお り ます｡ あん ま りそ こ で 融通を きか せ て し まう

と , 信 頼感を 喪失する こ と に も な る で し ょ う か ら,
そ の

辺, ある程 度自主 的に や らなけれ ばい け な い 面もあ るで

し ょ う し, そ うか と い っ て
, す ぐ法律 を振 りか ざす とい

うの もお か しな詣 です ね ｡ まあ広域利水 と い う面が 一

貫

管理 とか い うふう に, ある い は 1 水系 だけで なくて 多水

系に わ た る と い う よう なこ とに なれば, ます ますそ の 感

が強く な り ます｡
そ れを バ

ッ ク ア ッ プ し て い た だ け るの

ほ 国か らの 応援だ と思う ん です｡
や るの は 公団が や っ て

も い い ん です けれ ども, お 金 の ほうは ひ と つ そ うい う よ

うな い こ と で 国の 補助が 必 要だ と思 い ます｡ 施設の ほう

も , 末端 の 状況 ま でも管理所 で キャ ッ チ し , そ の 状況を

見ながら取水 操作 が で きる ように な っ て い けばい い こ と

だと 思うん です｡ い まは まだ そ こ まで 立 ち入 らな い とい

う た て まえ で お り ます｡
そ れか らもう 1 つ は , 入 間の 揚

合ほ , 水 路を 途中で せ き上 げない こ と に な っ て お り ま

す｡ せ き上 げ る と上 流で よけい 取 っ ち ゃ っ て 下流匠 水が

い か なくな る とい う心 配の た め で す｡ した が っ て ネ ル ピ

ッ ク みた い な 水位調整施設が な い わ け で す｡ そ の た め に

よけい に 水が い くわ け で すね ｡ そ う した 施設 の 改善と い

う問題 も あり ます｡
こ う した 両ほ 帯市側とい うか , 新 し

く水 を必 要 とす る連中の 費用 , また ほ 国の 応 援で 施設を

充実 し て い く と い う こ とが 必 要だ と思い ますね ｡

石 塀 維持管理 の 助成に つ い て寿が あ っ た よ う で す

が, 管理事業 の 中で 非常に大

規模な 施設 補修を や らな けれ

ばならない こ とが 多い よう で

す｡ 機械を 設置す る とか 通信

連絡網 の 整備で す とか , 国営

事業 で も, だ い ぶ 昔に 行な っ

たも の は
,

テ レ メ
ー タ ー

と

か
, そ うい う管理施設が 全然

ない た め , 異常災害時 でも 歩

い て 観測計器類を 見に 行か な ければならな い な どと い う

の が 非常に 多い わ けです ｡ そ うい う施設 補修 , 観測計器

の 設置み た い なもの , こ れは どう しても 何か助成事業 で

柱を 立 て る必 要が あ るよ う です ね ｡ た だ , 補修も土 地改

良法の 体系の 中で は , どう して も管理 の 中に 入 っ てく る

とみ られ るもの に つ い て ほ , よく御存 じの よう に , 計画

段階で , こ の 事業 に よ っ て 生ず る効果 , 増加所得 の ある

一 定の 範囲内 で , 管 理費も 当然地 元が 償 い 得 る ん だ と い

う計 画 の も と に魔設 採択 を や っ て い る と い う こ と で
,

ど

う して もな か な か予算措置一大蔵 に対 しても折衝が むず

か しい ｡ で , 何と か して や りた い とい う気持 ち は 非常に

強く持 っ て い る ん ですが … ‥

｡

た だ , 公 団事業 は 別なん ですが , † 般 の 事幕 で施設 の

補修 と か計特設置 み た い な や つ は , 名前 は基幹施設 の 整

備補 修事業 と い う助成事業 が あり ます｡ けれ ども, 先 ほ

ど申 し ま した よ うに
, 管理 の ワ ク 内 じ ゃ ない か とい うこ

と で 採択条件が 非常 にきび しい ん で すね ｡ た と えば 凍上

現象 で岩が 崩れた とか , 河床低下 に よ るもの とか , 計画

当初 に 想定 し得 なか っ た も の と い う こ と で , 非常 に きび

しい 制 限が あり ます ｡ そ の ほか 管理費が
, た と えば 大蔵

に い ろ い ろ幕 に行く ときに い つ も問題に な るん で すが,

1 農家 当た りた と え ばピ ー ス 何箱 ぐらい を ち ょ っ と 節約

すれ ば 出てく る よう な事業, そ う い うもの ほ と て もだ め

だ と い うこ と で
, 年間の 水利費が 戸当た り幾 ら以上 で な

けれは ならん とか
,

い ろん なきび しい 制限が あ るわ けで

す｡

小野 そ の こ と と関連 し ますが た とえ ば豊 川の 場 合は

205 カ所 の ポ ン プ場が あ るわ けで す｡ 土地改 良区の 連 中

が ⊥ 香心 配 して い る こ とほ , 東新 する と きは どうす る ん

だ ろ うか とい う こ とで す｡ 相当多額の 経費が い ると い う
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こ と で , そ れ を い までも 心配 し て お り ます｡

愛知用水も幹線に18 で すか
, 公団が 直揆管理 して い る

ポ ソ プ 湯があ るの で すが
, もうす でに が た が きて お り ま

す｡ 豊 川でも , もうあ る部品に つ い て は が た が きて お り

ます｡ 県の 方式で や っ た 畑地か ん が い に つ い て ほ ある電

気 の 私 晶が 非常 に規耗 が 激 しい
｡ 公団方式で や っ て お る

畑地か んが い で は ,
1 号機は 手動 で , 2 号磯ほ自動 なん

です｡ そ こ に量水計が ある ん です が, そ の 量水計 が 1 つ

が10 0 万もす る よ うな もの な ん です ｡ それ がも う悪く な っ

て きて い る と い う傾向が 出てお り ます｡ で , ま あ1 つ の

土地改良 で 100 万もす る量水計 をか え る こ とだ け でも非

常iこ困難な た め , い まの 土 地改良 区な り , ある い は 農民

の 考え方か らすれ ば, きわ めて 単純 な金 の か か ら んもの

に して くれ た ほう が よか っ た んだ と い う言 い 方 に す ぐ結

び つ い て く るん で す｡ しか し, あれだ けの もの を や っ た

以上 ほ , そ れに か わ る べ きもの は 将来 つ けて い か ざるを

得な い で し ょ うが ‥ …

もう 1 つ , 農民 か らの 反発 を 申 します と, 豊川 の 場合

で も愛知の 場合 でもそ う ですが , 豊川 の 公団 の 予算ほ 年

間 2 億7 ～ 8
,
0 0 0 万 で すが , そ の う ち2 , 0 0 0 万 ち ょ っ とが 国

庫補助 と して 出て お り ます ｡ で ,
1 割の 国庫補助 も出さ

ん で お っ て , 公団は わ りか た月 給も高い
｡ そ うい う人 が

管理す る こ と自体 , もうお か しい じ ゃ な い か と ,
こ うい

うよう な 言い 方が す ぐ出てく るわ けで す｡ だ か らい まの

公団Fこ対す る国庫補助 とい うの は , い わ ゆ る国営で管理

して お ると こ ろ と同 じような と こ に 国庫 補助が 出て お り

ます｡ そ の 範囲を もう少 し, た とえ ば共 用部分に つ い て

と か , あ る い は 2 県に また が る ような 幹線水路あた り ま

で ひ ろ げて い た だ きた い と, 私 どもは 思うわ けで す｡

早乙 女 そ れか らもう1 つ
, 建 設費用 な の か , 管理 費

用 な の か と い う問題が 常Fこ出る ん です｡ 要す るに 管理 と

い う の は 施設 の 正 常 な機能 の 保持と い う使命を持 っ て い

ます｡ 施設 の 維持補修 と, そ れか ら機能を 働か せ る操作

一 配水管理的 なも の
｡

こ う い うも の が 柱 に な っ てお り ま

す｡ けれ ども , そ の ほか甘こ
, ある時点が経過 し ます と,

そ の 取 りか え費用 と い う問題が ご ざい ます｡ と こ ろが 残

念な が ら, 都市用水側は これを 頼 み込ん で お るわ けで す

が 農業側は つ く っ て い な い わ けで すね ｡ した が い ま して

大量 の 金が あ る 日突然 と して 必 要に な るが, 事業 で も始

め な い 限 りは で きな い わ けで す｡

公団は大規 模な施 設を建 設す ると い う機 能は持 っ て お

り ます が, そ うい う整備 を行 な うとい う機能 が 弱い わ け

です よ ｡ それも管理 に 入 り ます と, そ ん なも の は 頼 み込

ん で い て 直す の が あた り まえ じ ゃ な い か な ん て大蔵省に

言われ ます と, 困 っ ち ゃうわ けです｡
また , そ う い う よ

う なも の はもう公 団の 管理す る施設, 財産に な っ てお り

ますか ら, 原則 と し て は
, 団体に 直せ と い うわ けに は ま

い らんわ けで す｡ そう い う間窟が 1 つ 出てく る と思 い ま

すが
… …

｡ そ うい う問題も踏 まえ ます と , こ う い う公 田

の ような 機能と して管理 して い る管理面 の 中 に も, 取 り

か え費用 とい うの は い まだ解決 され て い ない 問題 です｡

司会 管 理費 の あり方, とく に 国費 の 補助等 に つ い て

貴 重な御意 見を ありが とう ご ざい ました ｡ 行政 ベ ー ス で

も よく検討 して, 御期待 に そう ように して 戴きた い と思

い ます｡

つ ぎに管理も含 め た技術 面で ,
こうす べ きだ とい う御

意 見が ご ざい ま した らお撒 い しま す｡

岡本 計画段階か らや れ る よ うに して お か な けれ ばだ

め だ と い う こ と が 一 番根幹 だ と思 い ます｡ た と えば , 有

効雨量は 入 れ て あり ま し た ｡ しか し, 施設は , ある い は

実 態ほ , どうも 入 れ られ る ように な っ て い な い とか です

ね ｡ 永井 さ ん の と こ ろ の よう に , 近代的 な,
コ ン ピ ュ

ー

タ ー

まで入 れ て管理す る と こ ろ, こ れは 私は 前進的 な方

向と して 評価され る べ きだ と思う ん です けれ ども, そ れ

が 病が高 じます と ,
コ ン ピ ュ

ー

タ
ー

を入 れた り , ある い

は計 画段階 で シ ュ ミ レ ー ジ ョ ン と称 して , 計算機 を 回 し

て お けば何で も終 わ っ て し まう ような錯覚 と い うの が ,

技術者 の 中に は こ れか ら出てく る ん じ ゃ な い か
｡

豊川用水の 場合も, 計画が 全くで た らめ だ っ た か と い

う と, そ う は言 え な い ん で, 当時 の 計画技術 と して は 最

良 の も の で
一 応 や られ て い るわ けですね ｡ よくなか っ た

の は
, 当時 の 計画が あまり実態 を踏 ま えない で 観念的に

や られ た と い う こ とだ と思うん で す｡
で すか ら, そ れは

計画 の 道具 を計算俄に か えた か ら と い っ て
, や っ ぱ り実

態 を踏 ま え ない で そ ろば ん なり , 机 の 上 でも の を考 え て

お っ た ん で は , や っ ぱ り同 じ失政 を繰 り返すだ ろう と思

い ます｡

ち ょ っ と石 堀 さ ん , お よび 河井 さん に 伺 い た い ん で す

けれ ども,
い ま凝 設面の 補助の 話が 出た ん で すが, 管理

員の 補助 の 問題で すね ｡ い ま公団がお っ し ゃ っ て い る の

は幹, 枝線 部分の 話で ご ざい ます が, 最初 に太 田 先生御

指 摘むこな っ た 最末端 の 一

筆
一 筆 に つ い た部分 ま で の

, 管

理 の 人員と い うの ほ改良 区な い しは 農民 か ら出 したかまう

が よろ しい の で ご ざい ま し ょ うか ｡ そ れ とも現在量川用

水 で お や りの よう に , 土地改良 区連合 レ ベ ル の
,

一 応農

業 を営ま な い 専任職 負的 な者 を ある団体 で確保 し て , そ

こ に補助 は 出すと い う の と ど っ ちが よ ろ し い の で ど ざい

ま し ょ うね ｡

河井 や っ ぱ り最末端 は そ の 土地 の 人 に させ る ｡ た だ

し, そ の 経費は 出し てや る｡
こ れが 一 番 い い と 思 い ま

す｡ 土地改良区の 職員ほ , や は り つ とめ 人で すか ら, そ

れぞれ各農家 の 農耕 の 実情を 把盤で き ませ ん の で
｡

私 どもの 場合は , 部落数が 約200 あ るわけなん で すが
,

それを管理区域に 分け ますと , 大体 150 地 区配 分か れ ま

す｡ い ま 15 0 人をまどがそ れぞれの 部落か ら出て 無報 酬で

や っ て お るん で す, そこ に大 きな問題があります ｡ で ,
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淑 ども国の ほ う へ 補助 をお願 い し た い と い う の は , 幹線

と放線 の 管理 の 補助で す｡ あ と末端は 土地改良区なり地

元 なりで , また 別な方法 で も,
こ れは 農家は 出 してくれ

る と 思い ますの で ｡

太田
一公団さん で お や りに な っ て い るの は , 班 とか ,

もう 1 つ 末端 の 管理組放 をお つ くり中こな っ て い ますね
｡

と こ ろが実際 に管理手当は ごくわずか で , 現実は その く

ら い の こ と で は なか なか 動か なく な っ ち ゃ っ て い ると い

うの が実情 じ ゃ ない か と思うん で す｡ それ か と い っ て
,

たく さん 出すとい う の は むづ か しい と い う こ と がありま

す が ｡

ま あ 一 般 的な話を しま すと, 末端 に むだ使 い と言い ま

す か , か っ て な使 い 方が多 い ん ですが
｡ それ で,

こ れは

簡 易水道 なん か でも同 じなん で すが,
1 月幾ら, 蛇 口 1

つ 1 0 0 円と い う ようなお 金 の 取 り方を し てい ますと, そ

れは ま あち ょ う ど 1 反歩 幾らと い う取り方と 同 じなん で

す が
, 使 っ て も使 わなく て も同じだと い う気持 ちが あり

ま すか ら, 蛇 口をひね り っ ば な しと い う こ と が ある ん で

すねえ｡ で すか らもう少 し量水的な管 理を入れて い く よ

うな こ とがで きない もの か ｡ そうすれ ば多少水 に対 する

価値感が変わ っ てく るん じ ゃ ない か と思うん で すが
｡ 現

在 の ま ま い けば, 水は 使 っ て も使わ ん で もあ るだけもら

えほ い い ん だ と い う こ とか ら抜け切らなければ, なか な

か 水 の 配分がう まくい か ない
｡

で , 宮川用水なん か 古 い

灘設 で すか ら, 必ず上流 の は うがた くさ ん取 っ て い ま

す｡ 明治用 水の 場 合で もそうなん で すね え｡ 下流 の}まう

へ い く と香水 しなけれ ばならない
｡

1 つ の 組織 の 中 で ,

片 方ほ 非常-こゆ っ た り取 っ て , 片 方は窮屈 な こ とを や っ

て い る ｡ それほ 背か ら仕方がない とい う こ とに な っ て い

るん で すが｡ そうい うもの を直 して い く忙 は , お ま えの

ほ うほ 取り過 ぎだ と言 っ た っ て 直すもの じ ゃ な い ん で

す｡ 何か そう い う金の 取 り方か らか えて い か なけれ ばい

け ない よう な感 じがす るん で すけれ ど も｡

こ の 間, と い っ ても だ い ぶ 前 か らですが, 明治用水の

年 間の 流 入量 を3 0年ぐらい か ら計算 した の です｡ そ れを

両帝 で 却 っ て み ま すと , 年 間2 , 70 0
～ 2

,
糾0 ミ リ ぐらい に

な るん で す｡ それか ら古津白水が 一 番 多い ん で す が ,

3
,
0 0 0 ミ リ ちょ っ と越 え るん で す｡ それか ら愛知 県の 宮

田用水が 2 , 2 0 0 ミ リ ぐらい なん で す｡ こ れは 相当多い ん

ですがね え｡ で , 去年や っ と結果ら しい もの が出て きた

ん ですが , 宮 田 の 一 缶で ,
パ イ プ ライ ソ 忙 な っ て い る と

ころ で , 1 年 に どれ だけ取 っ た か と い う のが ある摩庶 出

て きた ん です が, そ の 取水量 が20 ヘ クタ ー ル 当 た
■り 600

ミ リ ぐらい なん です ね え｡
2 千数 百 ミ リ宮 田 で取 り入 れ

て い るの に , どく
一

部 の 末端 で ほ 600 ミ リ くらい で - そ

う無理 しなく てや っ て い るん です｡ もち ろん それだけ管

理 の 手間は 食 っ て い ますけれ ども｡ だか らそれをやれと

言 っ た っ て なか なか で きな い と思い ますが, 量 で 金を出

す ように なれば, ある程 度それが直 っ て く るん じ ゃ ない

か と い う気が し ます｡ 何 か テ ス トケ ー‾ス で で も少 しず つ

そう い う こ とが で きる と い い ん じ ゃ ない か とい う感 じが

す る の です が･ = …

｡

永井 私 どもの 管内むこ つ き ま して は 野間流量だ けが 出

る ように して , 清 算は 出 して お りませ ん ｡ 群 馬用水 で は

賛算 まで 出す ように して お り ま して , 将来は 従量制料金

制を取り入 れ, 半分は 定額料金 あとの 半分は 従量制 と か

い うよ うむこ移行 する の で は ない か
｡

また ,
しなければな

らない ん だ と思い ます ｡ した が っ て
, 施設 的に は そ うい

う整備 を して お こ うと い う こ と で , 群 馬用水 に は そ うい

う施設 を入れて お ります｡ 香川 あたりも確か 入れ る こ と

に な っ て い る と思い ますが ･ ‥ …

｡

河井 私の ほ うで も, 将来ほ そう し たかまうが い い ん じ

ゃ ない か とい う意見が 出てお り ます｡

早乙 女 公団は 施設に よ っ て 養うん ですが
, 古 い 施設

です と , 幹線水 路に 1 次ゲ ー トが つ い て い るだけで した

が, 最近 は だん だん 2 次側 ゲ ー ト まで つ い て お り ま し

て , ダブル 匠 な っ て お ります ｡ その 出た と こ ろ ヘ ス パ ー

リ ン グメ ー タ ー がつ い て お り賛 算で きる ように な っ て い

るわけで す｡
で , 制御 の 方式は , 1 次 ゲ ー トを上 げて

,

公団の 職員が水利使用 で 定 め た分水量 で 1 次制御 をし て

しま い ます｡
◆そうす ると , あ と大量に 使 い たく てもそれ

以上は 通過 しな い
｡ それ以下 の コ ソ ト ロ ー ル ほ 2 次側 グ

ー † で 改 良区の 方がお やりに な っ て お る ｡ 最近 は そうい

う しか けの も の が多 い です ね ｡

岡本 お っ し ゃ る と お りで し て れ む しろ い ま過剰使

用 に な っ て い る原 因と い う の は , 幹線か らの 分水 ロの 構

造に あるん じ ゃ なく て, そ こ の 分水 ロ で , 下 か ら頼み上

げて , うち ほ こ れだけ よ こ せ と い う, そ の 皇が過大だ と

い う こ となん で すわ｡ で すか ら部分的むこ どつ か 改 良し ま

す と, 別の と こ ろ で漏れ るだけな ん で , あまりそれは意

味が ない ん です ね｡

それ と
,

い ま問虜に な っ て い ます従量 制で 料金をと る

とい う問題 , これ は 石堀 さん の ほ うで 前匠 私 ども 一 席 に

検討 した こ と がある ん です けれ ど, まだか なり関原が あ

る よう忙 思うん です ｡

一 番取木 駒なの は , や っ は り水は

安 い ん で すね え｡
です か ら1 , 0 0 0 ミ サ と い っ ても 1 反 で

1
,
0 0 0 ト ソ なん ですね｡ そうす る と 2 反で2 , 0 0 0 円 とい う

ような オ
ー ダ ー に なります ｡

と ころが現在 で もい ろ ん な

管理費全部合わせ ます と,
2

,
0 0 0 円 ぐら い ほ どこ で も払

っ て い る ん ですね ｡ そうする と , 固定施設 に 関して は

ある基本料 金を取 る と し ます と
, 従量 制の 部分 とい う の

ほ その うち の 1 , 0 0 0 円以下 に な っ ち ゃ うわ けで
,

うん と

が ん は っ て や っ て み て も, 反で 500 円 しか 浮か ない なん

て こ とに なります と, ほ ん とうに や っ てくれ る か なあ,

と い う感じが あるわ けです｡ か とい っ て , 1 ト ソ10 円と

い う よう なこ と紅 農業用水を で きる か とい う と, それ は
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でき ない ｡

それ か らもう 1 つ は , 従量制 に す る た めむこは ス パ リ ン

グメ ー タ ー なり何な り, か な りの 投資を必要 とす る し ,

また その 検針 だけで も大 ごとで すね ｡ で すか ら, 豊川用

水 で 言い ますと, 幹線か ら の 分水地点 ごとの 量水,
こ れ

ほ 現在お や りに な っ て い るわ けで
,

それか ら改良 区単位

の 集計も なされ てお っ て
, 事実総会 で伺う と, 非常Fこ膨

大 に 使 っ て い る土地改良 区と , あ まり使 っ て ない とこ ろ

とが 同 じとは 何 ご と か と い う よう な内ゲバ をや り ま して

相互規制す る とい う こ とが 起 こ っ てい る の で
, 私 は大休

そう い う こ とに ま かせ て お い ても い い ん じ ゃ ない か
｡ む

し ろ それ 以上 は なか な か 日 本の 農業で は も っ て い きに く

い よ うな気がす る ん で すが ね え ｡

早乙 女 公団ほ 従量制, いわ ば売水制 をい ま検討 し て

い る段階 なん です ｡ 要す るに 先行 投資公 団の 問題 です｡

こ の こ とは , 水 コ ス トが だ ん だ ん高く な っ て きま し た の

で , どう し ても先行 開発 をし て , 国の 機関 で, 先に そ の

水 を開発 し ても らい た い とい う要望が強く な っ てき て い

るわ けです ｡ 売水 原則 は
,

い ま私らが盛 ん に 言 っ て い る

の は
, 包括的 な水利権 を考 えなければならない ｡

一 貫管

理 に つ なが っ ち ゃ い ます けれ ども, 広域水利権 , 包括的

な水利権 を置か なければな り ま せ ん
｡ 要す るに 農, 上 ,

エ の 各個 別な水 利権 で は だ め で す｡

それか ら量水を必ず源水供給の 元 日で 行なわなければ

ならない ｡ した が っ て 管理技術が 非常に 高度化 しなけれ

ばい けない とい う ような閏窟が ど ざい ます｡

で
, 今 度は従量 制と基本料金 で すが, まず水道 と同 じ

で すけれ ども, 比率を どう い うふうiこす るか と いう よう

な問題も残 っ てお ります｡

それ か ら事業方 式の 問 麗,
こ れほ 大 きな閻魔 です ｡ 売

水制 とい っ て も, 臭約 に 基づ くとい う こ とに なり ます か

ら, 水利使用 の 親 潮とい う問題に つ ながり ま して, 農業

用 水の 場 合は
ミ

水は天 か らもらい水 ミ とい う観念が強く

て , 売水に 移行す るとい う場合は , 施設とか 維持管理体

制 とか, そ う い うもの が相当高度化に な っ て こ な い とな

か なか むずか し い と思うん で す｡ 農業用水が問題点と し

て は
一 番大きい とい う こ と ですね ｡

司会 太田先生, 水質管理 と排水管埋の 問魔で 御意見

ご ざい ませ ん か
｡

太田 農業用 水の 場 合は, 農業用水 が汚水 を流す とい

う の は 畜産 の 場合ほ 別 とし て
｡ きわ め て少 ないわ けです

か ら, 先 ほ どか らの コ ス ト の 話を別 に すれ ば, 過剰 に流

した らきれい な水が たくさ ん 流れる という , 地域 の 浄化

に なる という こ とが ある ん で す｡ 都 市用水 という の は , も

う排水 は必ず 汚水 とい う ことで すか ら
,

そ れが 農業 排水

の 中に 入 っ て く る こ とほ, も う資源と して の 水 の 値打 ち

をなく して しまう｡ すなわち, 再利用で きなくす る こ と

に つ ながる わけで すか ら,

一 体排水を どう い う管理を し

た ら い い か と い う問題が 1 つ あります｡ 排水 の 土地改良

区と い う の がず い ぶ ん あ りますね ｡ こ れを将来 一 体 どう

す べ きか とい う こ とが
, 別の 問題と して ある ん だろ うと

思 い ます｡ 特に ポ ン プを つ け て い る地区 では , 最近 で は

排水 の 中 に きた な い も の が ま じ っ てき て い る の に
, そ れ

を農民が支払 っ て い る とい う形で す｡ そうい う こ とで ,

県が補助を して い る｡ 岐阜 県なん か ある 程度補助 して い

る ようで す｡ そう い う形で 補助する こ とは い い ん で す

が
, 汚水 に な っ て しまう よう なこ とは 避けなけれは い け

ない
｡

それ で土地利用 の 問題 にか らん でく る こ とと, もう 1

つ 最近,
農村 の 中で も 同じ問題が ある ん で す｡ 水洗便所

が 多くな っ て お り ますね ｡ 兵家 の 水洗便所は こ こ 2 , 3

年 でほ た い へ ん ふ える ん だろ うと思い ます ｡ で すか ら,

そう い うもの が部落の 中か ら出 てきて
, 農業 排水が 一

兵村地帯ほ 用排水兼用の もの が多い ん で すが, よ ごれて

く る可能性があ りますか ら, 農村の 中で も っ とそうい う

環境整備 を し っ か りや らなければい か ん と い う こ とに 通

じるの ですが, い まは 野ばな しなん で すね ｡

そ れ ともう 1 つ は
,

一 体農業用水と い うもの は い ま の

よう な水質基準 で い い の か どうか と い う こ と ですね
,

い

まの 水質汚濁防止法 の 中で C ぐらい の と こ ろ まで い っ て

い る ん で すが ･ … ‥

｡

それは
,

1 つ は
, 用 水と して の 問題 ですが , もう 1 つ

ほ
, 衛生的な問題で すね｡ た だ 水をか けて い る とい う こ

とだけで は な しに
, 農民が田植 えを した り, 水 の 中 へ 入

っ て 管理する と い うときに , 人間の 健康 なり衛生 なりに

一

体 どう関連 する か とい う こ とで
, もう1 ぺ ん 農業用水

の 水質の 閏摩を洗 っ て い た だきた い と思うの です ｡ ます

ますそれも ひ どくな る傾向が あ っ て , そ の た め に 水田 を

い や が る よう な傾 向もも ち ろ ん 出て お ります しね
｡ 水質

の こ とをも つ と シ ビア に考 えて い い よ うFこ思う ん です け

れ ども, 案外い まそれも ル ー ズ です ね｡

司会 小野さん の むまうで , 特 に水 質管理 に 何か お 困り

に な っ た とい う事例古土ど ざい ませ ん か
｡

小野 水質 とい うよ りも爽雑物 で すね ｡
まあ前 にも 申

し上 げた ん です けれ ども , 振

草 に ほ電子計 算機 かあ るの で

すが, ち りが か か っ た が た め

に , 水は あ ると計 算 さ れ て

も, 現実 に は 水ほ 取れない と

い う こ とが あ っ たわけ です｡

管理に 入 っ て こ の 4 年間と い

うもの は
, もうそれば っ か り

か と い う こ と｡

で す｡
い か に し て ち りを除く

こ れは っ か り心が けて い るわ けです よ
｡

1 つ の 例 と して 申 し上 げれ ば,

.
大 野頭 首工地点 に 自 動

除じん 機を つ け ま した ｡ こ れが管理 に 入 っ た とた んむこ
,
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す ぐ800 万 と い う凍設費 を管理費 で 出さ
′
なけれ ばな らな

か っ た とい う こ とな ん です ｡
そ の うえ

,
昨年 ほ

,
それ だ

けで は だ め で , もう2 カ所自動除 じん機 を つ け た わ けで

す ｡ ち りは主 に ビ ニ ー

ル
, 木 の 葉 , それ か ら芝 の 枯れた

も の で すね ｡
4 4 年だ っ た で すか 幹線か ら枝線 に移 る とこ

ろ で , も う詰 ま っ ち ゃ っ て
, 水 が 出なく な っ ち ゃう わ け

です ｡ それ で
, 幹線 で そ うい うも の を取 る こ と を まず考

え た ん で すが , まあ これ ほ 笑い 話な ん で す けれ どもね ,

最近 し じみ が ふ え ま して , それ が全部 ス プ リ ン ク ラ
ー に

詰 ま っ ち ゃ うわ けです よ
｡

こ と しい ま
一

斉 に調査 をや っ

て い ますが
, もう幹線全線 にわ た っ てそ う い う状態 なん

で す｡ ひ どい の は
, あの 加圧 ポ ン プ の タ ン ク の 中 ま で し

じみ が入 っ て い る わ けです わ｡ あん な と こ ろ で生き て い

る はず は ない ん だ とお っ し ゃ る ん です けれ どもね え. そ

うい う こ と で
,

し じみ の 破片 が ス プ リ ン ク ラ ー に 詰 ま っ

ち ゃ っ て だ め だ と い う こ と ｡ ま して い まの ス ブ リ ン ク ラ

† じ ゃ なく て
, 施設 園芸 ですね , 温室と か

,

ハ ウ ス が 非

常に ふ え て きた ｡
ハ ウ ス な ど20倍 に ふ え て い る わ け で

す ｡
そ れか ら ト ン ネ ル 栽培で す ね ｡ そう い う もの を入 れ

ます と , 大体 うち の 2 万 の 半分 ,
1 万 ヘ ク タ ー ル が 畑地

ですが
,

1 万 の う ち 2
,
0 0 0 ヘ ク タ ー ル と い うも の が 施設

園芸 な り , ある い は ト ン ネ ル 栽培 な ん です よ｡ そ う し ま

すと, そ こ に 出てく る水 はもう 上工 水並 の 水 で な けれ ば

だ め じ ゃ ない か と い うふう に考 え る よう に な っ た ん で

す ｡

それ で
,

まあ これ は赤 羽の 土 地改良 区で す けれ ども,

もう施設 園芸 の 盛 ん な と こ ろ ほ
, 幹線 と枝線 の 地 点 に

,

また そ う い う除 じん機 を つ け ま した
｡

こ れは 小 さい ごみ

で も取れ る よう なもの ですが ね ｡ そ れが 非常に 効果を 上

げて お り ます ｡ と い う の ほ
,

い ま まで は 各温室の 前をこ 1

人 1 人が 3 万 とか 4 万 か か る除 じん 機を つ け て お っ た わ

けです｡ と こ ろが
,

そ れで は た い へ ん な もの で す か ら

ね ｡
で

, 枝線の 頭 で共同的 に ち り を取 る こ とを 考 え よう

じ ゃ な い か と い う こ と で
,

そ う い う施設 をや っ て お るわ

け です｡
こ れ が 1 つ の 枝線 の 頭 で18 0 万

,
2 0 0 万 ぐらい か

か っ て い る よ う です けれ ども, 県もそ れ を取 り上 げ てく

れ ま して補助金 を 出し てお り ます し
, 私 の ほ うも 一 番最

初 は試験的 に 1 カ所 つ け た ん で す けれ ども, 効果は 非常

に 上 が っ て お ります｡

つ ぎに
, 先程お 話 に な りま した 量水制とい う問題に な

っ てき ます と, 従来の 量水計 と い うわ は 上 水道の た め に

発 達 した よ う なも の で あ っ て
, 農業用 水の た めに 発達 し

た も の で は な い ん で , 従来 の 量水計を ば っ と持 っ て きた

っ て使 い も の に な ら んわ け です よ｡ また , 将来 こ の 量水

計 に か わ る とす る な らば , そ う い う爽雑物に 対する 対策

と い うも の を
, 計画の 時点 か らや っ ぱ り考 えな け れ ば い

か ん と ,
こ う思 い ますが ね ｡

河井 私 の と こ ろも幹線が 2 つ ご ざい ま し て
,

そ の う

ち 2 号幹線 の 中に
, 既設 の た め 池を利 用 した 調整池 を つ

く っ て い た だ い た ん ですが,
こ の 周辺 に プ リ マ ハ ム さ ん

が養豚場 を設置 した ん です ｡
これ の し尿 処理 が , 始 めや

か ま しく言 っ た ん です けれ ども, なか な かう まく ゆ か な

く て, それ が た また ま こ っ ち の 池 に 入 っ て
,

2 号幹線 に

流れ て い た ん です ｡ そ の 付近 に 350 ヘ ク タ ー ル の 畑地が

あるわ け ですが
, 最近特 に い ち ご栽培 と か

,
そ う い っ た

こ とが 盛 ん に な りま して, 行 なわ れ て い る ん です｡ と こ

ろが どうも時期に な っ ても い ち ごが 熟 さ な い
｡ 金具が す

ぐま っ か に な る
｡

そ れか ら
一

部開 田 した と こ ろ は手 な ど

が か ぶ れ てお か し い
｡ 水が 非常むこ青く な っ て い る ｡ これ

ほた い へ ん だ と い う こ と で , 会社 と交 渉を 持 っ た ん で す ｡

そ れ で は皮膚 に 善が あ っ た と い う, そ の 診断を 受 けた 診

断書を持 っ てきな さ い , また , 作物 に 影響が あ っ た そ の 事

実を 見せ て くだ さ い と,
こ う い う こ と な ん です ｡

2 年 ほ

ど交 渉した ん ですが 結論が 出ませ ん で した ｡ そ こ で 農政

局に お願 い し ま し て水質 の ほ う を 1 年調査 L ても らい ま

l た ｡ と こ ろ が 2 号幹線 に 本線 か ら水 を ど っ と流 して い

る と きは, 希 薄され ます の で
, 調 査の 結 果ほ

,
農業用水

と し て青むこ な る よ う な濃度 で は な い ん だ と い う こ と で し

た ｡ 実際は 善が ある ん ですが
,

そう でも な い ん だ と い う

こ と で
, 技術的に は 何 ら対策が で きなか っ た わ け で す

が , ま あ周辺が 非常に 騒 ぎま し た の で, 会社 の ほうもや

むを 得ず と い う こ と で , や っ と最近施設 の 改善 を し て い

た だ い た ん です｡ そ れ でもや は り放牧場が ご ざい ます の

で
,

雨が 降 り ます と当然土砂が そ の 中 に 流れ まt て
,

必

ず何 か の 影響が あ る ん じゃ な い か と心 配 し て い る ん子で

す｡ 先 ほ ど太 田先生お っ し ゃ い ま した よう に
, はた し て

農業用水の 汚染基準が こ れ で い い の か と い う こ と｡ もう

1 ぺ ん調 べ て い た だ く必 要が ある と考 え て い ます｡

石 塀 水質の 管理の 問題 なん で すが
-

こ れ の 防衛措置

と 言い ますか
, 技術面 で は な くて , 制度的に い ま考 え て

い ます こ とを ち ょ っ と お 話 しい た し ます と, 水質汚濁防

止 法 と い う の が あり ま して
,

そ ち らの ほ う で
一 応水質 の

基準が きめ られ て お り ま して
,

農業用 の か ん が い 用 水路

もそ の 対象施設 と して 入 っ てお るわ けで す｡ した が い ま

して 農業側の ほ うで , た と えば土地改良法の 中で 水質基

準 こ れ こ れ と い うふ うな こ とは うた えな い わ け な ん で す

が
, 仕観み と し ま して , い ま改正 案で 考 えて お りますの

は
,

い ま まで 管理規定 一 管理事業実施 の 細目 をきめ た

もの ですが
,

こ れ ほ ダ ム とか 頭首工 だ 捌 こ適用 させ て い

た わ け なん で す｡ 今度は 農業用の 用 排水路,
こ れ に も管

理規定 な るも の 設 け さ せ る｡
こ れ ほ 知事の 認可を得 て設

け させ るわ け な ん ですが ｡ そ の 管理規定の 中で
, 予定す

る廃水, そ の 土 地改良区が 管理 し てい る施設の 用 排水路

に 流入 して く る許容 し 得 る範囲 ですね ｡ そ れ 以 外 の 廃

水,
つ ま り量的に も質的 忙 も と ても許容 しが た い とい う

ような もの ｡ そ うい う ような 予定廃水以外の 廃水で , 管
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理に 著 しい 支障を 生ず る とい うよ う な場 合に ほ , 排水 し

て く る相手方 に 圭を 減 じた り,
そ れ か ら排水を 停止 す る

こ とを求 め る こ とがで き る と い う ような 形で 改正 法案の

中 で組 ん でお ります｡

土地 改良 区が 管理 し て い て水質 の 面 で困 るの は , た と

え ば市町村を 相手に も の を申 し てもな か な か 受け 付け て

くれ ない とか
, 土地改良 区の 立場, 地位 と い うもの が 非

常 に 問題 に なる わ けです｡
こう い う よ うな用排水 の 利用

調整関係 と い うの は, や っ ぱ り県が 指導的立 場 に 立 っ

て , 間に 入 っ て調整す べ きで は な か ろ うか と い うこ と

で, 具体的に は 県に 土地改良区 とか 関係市町村を 集め ま

し て委員会を 設置 し ま して
, そ れ ぞれの 利啓開係者が 同

じ土俵 の 上 に 立 っ て , 水質 の 汚濁 の 実態を 同 じ立場 で な

が め る ｡ 実態を 確認 し合 い , そ して そ れに 対す る対策を

い ろい ろ検討 しても らう｡ とい う よう な こ と を考 えて お

り ます｡

太田 とく に最近下水道が 問題 に な り ますが , あれは

窒素過多 とい うの が ず い ぶ ん多 い ん ですね ｡ い ま の 畜産

の 場合も たぶ ん そ うで し ょう ｡ 水稲 の 場合 でもそ れがず

い ぶ ん あり ます しね ｡ そ れか ら農業用水そ の も の も最近

モ が 多く な っ て 困る と い う こ と ですね ｡ そ れは もう昔 よ

り水質が 肥料が多くな っ ち ゃ っ た と い う こ と で すね ｡

石 堀 水質の 基準の 中に は 窒素が抜 けて い るん で すね

え｡

司 会 そ れ では こ こ で休憩 を い た し ます｡

〔休 憩〕

〔再 開〕

司会 でほ 続 けさせ て い た だ きます｡

次 に 進み ま して
, 私た ち 農業 土木技術者 に 対す る忠告

に な ると 思う の です が, 計画, 設計 , 施工 上 の こ と に対

して , わ れわ れの つ く っ た もの が どうい う面 で役 に 立 た

なか っ た の か , どう い う点に 問題が あ っ た とか
,

あ る い

は先 ほ どだ い ぶ 出ま した けれ ども,
こ うい う とこ ろを も

う少 しや っ てお い た ら管理 の 上 で助か る とか
, そ う い う

計画, 設計, 施 工 へ の フ ィ
ー

ドバ ッ ク 的 な話 を中心 に お

聞かせ い た だ きた い と思 い ます｡

先}ま ど岡本 さ んか ら有効雨量 の 問題 などが どざい ま し

た けれ ども, 少 し詳 しく 説明を して い た だ け ますか ｡

岡本 水計 軌 あ
_
るい は配水 の 基礎 に な る と い う の

は
, 用水量 の 確定｡ 農業土木 の こ と ばで言 えば, 用水量

の 決定 ですが , 現在 の 方法が う まく な い ん じ ゃ な い か
｡

こ れが 最も典型的に 出 ますの ほ , 還 元再 利用 を考 え な い

減水深法で は じい た もの か過 大に 出て しま っ て , 実 際に

は な まの ま まで 計画に 使え な い もの に な っ ち や っ て い る

とい う こ と｡ 水田 用水の 場合,
まず こ れが第 1 だ と 思う

ん で す｡

第 2 番目に
, 畑 の ほ う へ 行き ますと, い ま まで 畑か ん

用水 と い うの は大体作物 か ら蒸 発敬 し て失わ れた 量 だ け

を補 っ て や る と い う考え 方で 用水の 計画を して い る ん で

すが
, 実際 に 愛知, 豊川の よう な大規模 な畑 か んが成 立

した と こ ろで すみ ます と, 水 田 の しろ か き
,

田植 え に あ

た畠よう なもの ｡ つ ま り移植 時期, 定植時期 に 非常 紅た

く さ ん の 水が い る
｡

そ れは 決 して蒸 発散量 を 補うと い う

よう な少量 の も の で は なくて
,

ち ょ う ど稲が 養い 水むこ く

らべ て しろか きの ときに うん と水が い る ようなもの が ,

や ほ り畑 にも あるわ けです｡ そ う い う こ とが 従来の 水計

画で は全然無視 され て い た ｡ とに か く用水量 の 決定方法

を まず変 え ても らわ な い こ とに は
, 計画と管理を 合わせ

ようが な い だ ろう とい うの が第 1 で す｡

次に , 計画 で 有効雨量 とい う考え 方を導入す る ん です

が
, 永井 さん か らも水田 に 関 して

,
ま た 小野さ ん か らは

畑か ん を 含ん だ 豊川に 対 して御 指摘が あ っ た ように
, 実

際に 有効雨量が 鋭敏に 響く ような取 水 とい うの ほ
,

日本

では 現在行なわ れて い な い し, また , 実際に うまく い か

な い だ ろう｡ と い う の は 大用水に な れ ばな る ほ ど , 取水

を開始 してか ら末端 で使え る まで に は
,

1 日な り 2 日 な

り の お くれが あるわ けです｡ 雨 と い うの ほ事 後的に しか

確認 で きない わ けなん で
,

そ れを 机 の 上で 降 っ た 雨だ け

引い て よ ろ しい とい っ ても, 実ほ 凛作 の寄 合に は ユ 日首

に も う送 り出 した 水を , 途中で 雨が 降 っ た か らむだです

か ら とめ ま しょ う とい っ て み て も, い ま さ ら どう し ょ う

もな い ｡ そ う い う ような実態が 無視 されて い た とい うと

こ ろに 有効雨量に 対す る考え方がお か しい と こ ろ が あ っ

た ん じ ゃ な い か ｡ ですか ら, ほ々 とうに 有効雨量 を 有効

に 使 い た い ん だ っ た ら
,

途中に うん と大きな 調整 池を た

く さ ん設 けて
, そ して い わ ば先行的な送水は そ こ まで や

っ てお い て , そ して 非常に き め こ まか く雨に 応 じて 操作

す る と い う よ う な施設 を つ く らな い 限 りい か ん だ ろ う と

思 い ます｡

だ か ら, そ こ ほ代 替的な こ とな ん で ,

_
そう い う施設 を

つ く っ て そ うい う管 理を や る と い う こ と と, そ うい う管

理ほ や るか わ りに
, 水 源ダム を大 きく つ く る と い っ た 代

替的な 選 択の 問題に な る ん だ ろ うと 思うわ けです｡

そ れか ら慣行水利権 と い うの は
, 本来 ほ数量 の 表示に

な じまな い もの で す し1 歩譲 っ て
, 何 ト ン とい うよう な

数量表示を した 場合に も, 施設用水量 ( ピ
ー ク用水皇)

の 表示 しか な されて い ない 場 合が多 い わ け で すが , 建設

省は
, 季別用水真の パ タ ー ン の 確定 と い うの を 当然望む

わ けで す けれ ども,
そ の 場合に 2 つ 問題 が あ と 思 い ま

すb

l つ ほ
, 濃尾 用水で 農林省がの ん で しま っ た季別変化

の パ タ ー

ン が
, 稲の 早期 栽培を 無視 したた め に

,
田植 え

時 期に 非常な 穴が あい て い る ｡

そ れか ら今度は 逆の 例 で 8 月 半ば以降 の 水 ですが
, 私

が 検討した例 は鬼 怒川で すが
, 鬼怒川 で ほ

, た と えば39

年に 8 月 下旬の 流況が 非常に 悪か っ た わ け です｡ 8 月中
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旬 以降 の 水 は あれは あ っ た に こ した こ とは な い け れ ど

も, なけれ はな い な りに , ある程度少量 でも済む わ けで

すね ｡ と こ ろ がそれ を名目上, 権利 で ある と主張 し ます

と,
い わ ば粟生 の 必要 ダム 容量が 出て ま い り ま して

, 水

資源計画上損 を し ます｡ 鬼怒川 の 例で 言 い ますと, 最大

の 干はらの 年とい う の は33 年 ですが ,
8 月の 上旬の 取水

権丑 をず っ と月末迄伸ば され ます と, 3 9 年の むまうが必要

ダ ム 容量が形 式上大 きく な っ て しまうわ けで す｡

一小野 い ま ま で よく管理 ロ ス とか配水 ロ ス と言 っ て い

る ん ですが , そ の 中 ス と い うも の が , 水計画 の 時点 でも

必要量 を見込 ま な ければ な らな い ん じ ゃ ない か ｡ い ま ま

で そ う い うも の は ほ と ん どみ て い な い わ けです ｡
た と え

ば愛知用水 の 場合は 幹線で 5 % , 放線で10 % の ロ ス を 見

込ん で お りますが, そ う い う ロ ス では 追 い つ か ない の じ

や ない か ｡ それは 認 めて も らわ なけれはい か ん の じゃ な

いか と考え ます｡

･ そ れか らもう 1 つ は, 兼業の 雑用水で すね, こ い つ を

どう して も水利権 上認め て もらい た い と思い ます｡ 雑用

水と い う の は
, 豊川で もきて 見て い た だ けば よくわか る

ん で すが, まず ハ ロ ー をか ける前に 水を か け る｡ そ れか

ら収穫を す る際に, 収穫を しや す い ようむこ水を か け る
｡

あ る い は そ の だ い こ んな り菜 っ ば を洗う のむこ水を使 う｡

そう い う ような こ とで すね ｡ そうい う雑 用水 的 な も の

も, どう して も水利権と して 取 っ て もらわなけれは, も

う手足が 出な い ように な るん じ ゃ ない か と思 い ます｡

極 端 な例が , た とえば冷房, あ るい は 暖房, 施設 園芸

に な っ て き ますと, そうい う ようなも の に使 っ て い る わ

けで す｡ それに 加えて, 養 執 着 豚, あ るい は 牛, そ う

い うもの に対 して の 飲料 , ある い は 洗浄用水 と しても使

わ れて い る と思い ます｡

豊 川用水の 場 合,
1 0年 平均で い き ます と 1 億 2 , 3 0 0 万

ト ソ と い う農業用水で すが
,

4 6 年虔に お き ま して は 2 億

3 , 0 0 0 万 ト ン ぐらい 使 っ て い るわ けで す｡ ま あ工業用水

な り, 上 水道が さ は ど伸び て い な い か ら何と か な っ て い

るも の の
, 現実に50 年の 時点で 工 業用水, 上 水道が滴ば

い に な っ た と きに は
,

お そ らく農業用水 と して は 問題が

出て く るだ ろうと思 い ます｡
い まか らそ の こ とを考 え な

ければ間に 合わな い ん じ ゃ な い か と考えて い る わ け で

す｡ そう い う意味 で い ま豊川総合なん て い う詰も出て き

て お り ます けれ ども, もう用水量の 時点で そ う い う ロ ス

も相当見込 ま なけれはい か ん ｡ そ れか ら雑用水 と いう も

の も計算 され なけれはな らな い ん じゃ な い か
｡

そ うい っ

た こ と を考 えて お り ます｡

岡本 い ま の 小野 さん の お 話を 補足 させ て い た だ きた

い の で すが , 従来幹線 5 % , 枝線10 % とい う農林省の ロ

ス の 考 え方な ん で すけ れ ども, あれは決 して従 来言わ れ

て い た ように 土 水路で , た また まそ れ だ け 漏 るん だ と い

うふ うなもの で は なく て, 広域 的忙 配水 をす る た め に

は , 配水 の た め の ベ ー ス フ ロ ー 的 なもの ,■あ る い は そ こ

で必然的 に伴う ロ ス だ と い う ぐあ い に 理解 しなお す必要

が あるだ ろう とい う こ とで , また , そ の パ ー セ ン チ ー 汐

が
, 小野 さん 御指摘 の ように , 実は 広域 化す るは ど大 き

くな る と い う こ とが
, あん ま り徹底 して い ない ん じ ゃ な

い か
｡

つ ま り , わ れわ れ錯覚が あ り ま して
, 大 規模化す る

,

近代化す る と いう こ とほ , 非常に 節水的に な る とい う錯

覚 を持 ちや す い んで す けれ ども, 水に 関 して 言い ますと

逆 で して , 規模 の 経済 では なくて , 規模不 経済が 働く ん

だ と いう こ と ですね ｡ 規模が 大きくな れはな るほ ど, ど

う して も い わ ば管理 ロ ス とい うもの が ふ え る ん だ という

こ と で す｡

そ れほ どう い う こ とか と言 い ますと, 先ほ ど言い ま し

た ように, た と えば雨 との 関係 1 つ み ま しても , 大 きく

なれはな るほ ど先行的に 水を送ら ざるを得 ない
｡ そ うす

る と , そ の 後に 発生 した 雨量 とか 何 とか 全然利用 で きな

い とい う事情が あ る｡ で , 分水地 点が ふ え れば ふ え る ほ

ど, 途中上流地区で 突然取 水量 の 増加が あ っ た 場 合 で

も,
下 流に迷 惑を 及ぼ さな い ように , ある程度 それ は余

裕を も っ て 送 っ て おく とい う ような操作 , そう い うも の

が 必然化 する わ けですね
｡

そ う い う規模 の 不 経済が 働く

の が 本来なん だ とい う こ とが第 1
｡

それに 対 して 対策 は ある わけで
, 途中に調整池 を つ く

る とか い う こ とが ない 限 り, 規模 を大 きくす る と いう こ

とは 不 経済に な るん だ とい う こ と を , も う少 し認識 して

い た だく 必要 が ある ん じ ゃ ないか と 思い ますね ｡

司会 ロ ス に つ い て は , 理論的 に つ め たと いう よ りむ

しろ 5 % ,
1 0 % を えい , や あ っ ときめた ん ですが

,
そ れ

に は 岡本先生 が お っ し ゃ い ま した 管理 ロ ス が入 っ てお り

ます｡ しか し, 先生の 後半の 御 意見に つ い て は わか らな

か っ た もの で すか ら, 地区が大 きい 場 合は
, 計算 に 入 っ

て い な い 反復利 用が あ るん じ ゃ な い か と い うような こ と

で
, 大 きい の も 小さ い の も

一

律1 5 % で よか ろう と い う こ

と で きめ ち ゃ っ た ん だ と 思い ます ｡

そ れ か ら先 ほ どの 岡本先生 の お 話 で
, 机上 の 水計画 と

い うの が実際 に 役立 た ない と い う こ と で したが
, 私も全

く 同感で して,
い わ ゆる神 さ ま運転 はだ めだ と 思 い ま

す ｡ 特 に 防災 ダ ム の 場合 なんか そ う した ん ですが , 水計

画か ら1 つ の 操作基準 を つ く り, そ の 操作基準に よ っ て

もう 1 ぺ ん10 年 な ら10 年に つ い て や っ て み て
,

そ の とき

に どの く らい の ボ リ ュ
ー ム が 必要 な の か と い う検討を し

て
, そ れ で施設 の 大 きさを き めた ん です｡ 神 さ ま運転で

す と, お もて 向きは 経済的 ですけ れ ども, 実際 に は あ ま

り役 に 立た な い と い う よう な こ とも 出て く るだ ろう と思

い ます｡

太 田 水 田か んが い の 場合実際に い るの ほ取 り入れ量

の 3 分の 1 以下だ ろう と思うん で す よ｡ 実 際だ れもや っ

ー
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て い ませ ん か らわ か り ませ ん が ね ｡ 反復利用も や っ て い

ます し
, 案外使 っ て い な い ん じ ゃ ない か と思う ん ですが

○

永井 ハ ウ ス の 中で やれ ば,
また も っ と違う数字 に な

る と思うん で す｡ 席 を 畑か ん 式に 栽培 し ま して
,

その と

きの 千葉 県の 例 です と , 確 か 2 ” 3 0 0 ミ リ で済 ん だ と思

い ま した
｡

まあ条件 に よ っ て い ろ い ろ違 う ん で し ょ う

が
, 実際に 植物 生育上 必要 な量 というも の はそ ん なむこほ

な い で し ょ うね ｡

太 田 愛知用水 とか 豊川用水の ようむこ
, 新 しく 計画さ

れ た と こ ろ と肯 い も の と で ずい ぶ ん違 う と思 い ます｡ 古

い もの は実 際に 3 分の 1 以下 で は な い か と 思い ます｡ 厳

密 に は なか な か そ う い うもの は調 査で き ませ ん か ら, あ

ん ま りそ れを 言う と い けな い の か もわ か り ませ ん が
｡

そ れか らもう 1 つ は , い まお っ し ゃ っ た 雑用水な ん で す

がね え
｡

か つ て 普通水利親 合の 時代 に は , 雑用水 と いう

も の ほ 地域の 農村で 使う水だ と い う こ と で , もち ろ ん許

容 され た 水で
, した が っ て 冬で もそ うい う意味 で あ る程

度 は流 し て い た ん です｡ 最近は 全部農業用水,
あ るい は

か んが い 用水 と いう こ と で
, そ う い うも の を 全部切 っ ち

ゃ っ てお り ますね ｡ しか し, そ う い うも の ほ 併行駒に は

まだ ず い ぶ ん た く さん 残 っ て い て , また 必要な と こ ろ も

あるん で す｡ さ っ き小野 さん が お っ し や た 農業 に 使うも

の
, た と えば, だ い こ んを 引き抜く とい うの は 農業用水

の う ち なん だ ろ うと思い ますがね ｡ そ う じ ゃ な
.
しに

, 防

火用水 と いうも の も あり ます｡ 農 村の 少 し奥 へ 行 桝 も

洗た くも し ます し, 茶わ ん も洗い ます しね
, 冬 に な れば

雪お ろ しに 使う とい う の も あり ます しね ｡ そ う い うもの

で年間 コ ン ス タ ン トに 流 して い る とい うもの が ずい ぶ ん

ありますね ｡ だ か らある程度雑用水と いうも の は 地域に

よ っ て は考 えて い く｡ 雑用 水 を考 える と いう の は 年間考

え る ぺ きもの な んだ ろう と思い ますが ｡ 何か 土地改良法

で しば っ た 農業用水 と いう こ と で , そ う い うもが 全部落

っ こ っ ち ゃ っ た とい う感 じが す る んで すが ね え ｡

永井 そう ですね え , 私 の と こ ろ で は
,

薄 い ライ ニ ソ

グ水路と いう もの が あり ますも の ですか ら, 凍状防止 と

い う而 か らも, 埼玉 県側の 水路の はうは 断面 が36 ト ン に

対 して は0 . 3 トン
,

邑楽水路の ほうは 断面 が5 . 4 ト ン で 小

さ い ん です けれ ども , 同 じよう に 0 . 3 ト ソ と い う量を 流

して お り ます ｡ また , 見沼代用水路軒こ つ きま しては
, 下

の ほ う に柿木 と い う 県の 工業用水 の 浄水場が ござい ます

が , そ こ で の 汚濁が か んが い 期以外は も の す どく進行す

る もの ですか ら
, 浄化用水 と し て 1 ,

2 ト ン は 流 して く

れ と い う こ と で
,

そ の 分が
,

工事 をや っ て い る ときは 1

ト ン
, や っ て い な い と きは 2 ト ン

, 大体 1 , 2 ト ン は 流

れ て お り ます｡

そ れ で , 私 どもの ほ うで は
,

一

体 ど こ までが ほ ん とう

の 数字か な あと い う 気がす るわ け です｡
これ は しぼ っ て

み ればわ か るわ けで すが, 0 . 3 ト ソ ぐらい が や っ ぱ り文

句 の 出な い 限界 の ようで す｡ や は り管 理を や っ て い て い

い の ほ
,

そう い う 反応を見 なが ら実態が わ か る とい う こ

とだ と思うん です よ ね ｡

太田 も う1 つ ほ
,

これ は水利権に 直接関係が な い こ

と です が, 都市化地域 の 浄化 とい う ような水を
,

川むこ余

っ て い る と きに ほ 流 した っ て い い んだ 思 い ます｡ 特に 冬

季なん か は, どぶ川 みた い なの が い っ ぱ い あり ますか ら

ね ｡
こ れ は もうち ょ っ と考 え てや っ た ほうが い い んだ と

思い ますが … …

｡ 最近 , 木 曽川 の 地域 で建設 省が そ う い

う計画を立 て て い る ように 言 っ て い ますね ｡ せ っ か くい

ま まで 農業用水が あり ますか らね
,

そ い つ を 利用 した ら

い い ん だ ろ う と思い ます けれ ども ｡ た だ
, 土地改良 区が

ごね 過 ぎますね ｡ そ うい う ときに少 しでも高く 売り つ け

よう とす る こ とがあ ると い う感 じが しますね え ｡ そ う い

う意味 で
, もう少 し農業用水 の 水路 をう まく利用す る と

い う こ とを考 え て もい い と 思うん ですが ‥ ‥ ‥

｡

右 裾 冬季間の 水路の 維 持用水 と い う の は
, ある程度

どこ で もそ の 量が 十分で あ るか ない か は よく わ か り ませ

んが 一 従前 の もの は み られ て い るん じ ゃ な い で し ょ う

か ｡ 東 新 され るときも, 大 体従前 どお りみ られ て い るよ

うで す｡

岡本 そ れと, 最近問摩に な り ますの は
, 他転の 場合

に
, なる ほ どか んが い期は 農業用水の 転用で け っ こ うで

す と, 冬季 どうす る んだ とい う話の ときに
,

む しろ冬 季

も権利 が あれ ばな ら して 出せ る という事情 が あ っ て ,

ます ます建設省 と して は冬 季水利墟 は 認め た が ら な い

し
,

こ ち らほ ぜ ひ ほ しい と い う こ とは あ るん だ と思うん

ですね ｡ 冬季 に
,

しか も水源河川に 水が た っ ぷ りあ ると

きに
, 豊水期水利権 の よう な形 で地域浄化用水を流 して

いた だく と いう の は
, 隅 田川 の 例も ある こ と ですか ら,

も っ と農業側 と して 要請を して い い こ とか も しれま せ ん

ね ｡

永井 合理化 とか れ そ うい う こ とを や る と, だ ん だ

ん砂 漠むこ近寄 る よう な感 じが し ま して ね ｡ 多少の む だ と

考 え られ る こ とが 大事な こ とで , 微生物の 育成 とか
, 自

然環境 を よくす る と い う もの に つ な が る ん じ ゃ な い か と

思う の です｡

河 井 い ま太 田先生の お 話に ご ざい ま した 土地改良区

が どね過 ぎる と いう こ と で ど ざい ます けれ ども, ( 笑い)

実は 私の と こ ろも冬 季2 . 5 8 トン の 水利権を い た だ い て お

る わ けな ん で す｡
で

,
まあ薄 い ライ ニ ン グ水路もあ り ま

す の で
,

そ う い っ た もの の 保護 と, そ れ か ら特に 山間部

の 農村の 防火用水,
そ れ か ら平た ん 部の 伊勢た くあん の

原料と な る だ い こ ん 洗い の 水 とか
,

こ れ ほ 雑用水に 入 る

か もわ か り ませ ん が
｡ そ れ か ら最近特 に 温床栽培が ふ え

ま した の で
, そ うい っ た もの の 用水 と して

, 大体 1 ト ン

か ら1 . 5 ト ン 程度 で流 し て い る の で す｡ と こ ろが
, 冬 季

ー
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通水は 非常に 王 が少ない の と, それか ら限 られ た 部分 へ

流 し ますの で , 戎水処理とい う こ と が非常に か か る わ け

です｡ 同 じ水 を流す場合 でも, 少量 流す場合, しか も冬

季で ある と いう点 で 経費が か か り過 ぎるわ け です｡ で ,

私 の と こ ろも,

一 部町の 中で 走 っ て お る水路が
, 冬 季と

め ます と, や は り火災の 場合 とか
, あ るい は どぶ 川の 衛

生上 非常に 困る の で 流 して ほ し と い う要望が 強い ん です

が
,

そ こ へ 流す た め に大体月 に 7
,

8 万 円の 経費が か か

りま す｡
そ うい う こ と で , 防火用 水 と, そ れか ら都市の

浄化 の た め だ っ た ら, 町村当局が せ め て 必要経費の 半分

な り ,
7 0 % ぐら い 出して くれた ら, 私の と こ ろほ 流 しま

し よ う と ,
こ う い う こ と で い まち ょ っ と お 断り して い る

両も あり ます ｡ か んが い よ り ほ管理がむずか し い の で 経

費が か か り過 ぎると いう 点むこも あるわ けな ん で す｡
こ れ

を 全部農民負担 で
, 都市 の 防火 と 清浄 に サ ー ビ ス す る と

いう こ とに
, ち ょ っ とか わ い そ う じ ゃ な い か と ,

こ う い

う 事情があ るわ けで す｡

太 田 私
, さ っ き申 し上 げた の ほ そ う い う 意味 じ ゃ な

い ん です｡ う ん とそ れ でもう けてや ろう な ん て い う の

が
, 場所 に よ り ま して ほ あ るん で す｡ で すか らそ うい う

こ と を申 し上 げた ん で , 郡市の 浄化の た め な ら都 市か ら

出すの があた り まえ で
,

そ れ こ そ も っ と出 して もい い ん

だ ろ う と思 い ますがね
｡ 逆な や り方の が ある もの です か

ら｡
で

,
そ う いう こ と で なか なか 調整が とれん ような こ

とが あるも の で すか ら, そ うい う こ とを 申 し上 げた の で

すが … ‥

早乙 女 ち ょ っ と 申 し上 げて お きた い の で す け れ ど

も, 水利計画を 立て る場 合の
一

番基本 的な 問題 だ と思わ

れ る こ とほ
, 基準年次 とい う問題が あ るわ け で す｡ 基準

年次が だん だ ん 確率的に 低下を きた して い る｡
こう いう

ような
,

だ ん だ ん 水需給が 逼迫 してく るもの です か ら,

昔は 渇水皇 附近を基準 に置 い て い た もの が
, 水 源ダ ム の

開発水価を 上 げな い た め だ ん だ ん年次 的に ゆ るく な る と

い う傾向が あるわ けです｡
こ れほ 水利計画 をや っ て いく

上 に, 例 え ば昔 は30 年を基準 と して ダム 容量 なり地区両

帝, 水計画 の 収支 バ ラ ン ス が整 っ て お りま した ｡
こ れが

将来は だん だ ん 河川の 上溝 み が 苦 しく な っ て きて
, 流況

平準化が行な わ れま すか ら, 後発の 開発者が の ろう とす

る とき 剛 ま
,

よ ほ ど年次的な条件が 悪化 して きて い る｡

こ う いう問題が 1 つ あ るわ けで す｡ 私らが , 現実の 日 常

の 業務の 中 でそ う い う問題 に ぶ つ か つ て きて い るわ け で

す｡

そ れ か ら,
た と えば群 馬用 水の よ うに

,
3 5 年 ごろ計画

を 終了 して
, 当時 ほ ま だ冬 か ん とい う 問題 が ばつ ぼ っ 話

題 に の ぼ っ てきた こ ろ で した ｡ と こ ろ が 水公団が , あれ

ほ44 年かこ完成 して い ますが , そ れで 水利権 を 取得 する と

きは
,

こ れ は 周年需要 化 要す るに冬 か ん の 水が 必要 に

な っ て きた ｡
こ う い うよ うな こ とが 出て い ますね

｡
こ れ

は , 滅電 補償,
こ う いう 問題 を棲 ま え て , 農業用 水 で,

東京 電力, 冬 の 発 電の 水 を 1 円70 銭か ら 2 円ぐら い の お

金を 出して 買 っ て 水を 供給 して い く ｡ と い うよ うな事柄

を1 つ 現実の 問題 と して 経験 して お り ます ｡ 要す るに基

準年 次と い う問題が わ りあい に今後ほ ク ロ ー ズ ア ッ プさ

れ てく る の で は な い で しょ うか ｡

岡 本 基準年次 はわ れ われ は技術屋 ですか ら, み ん な

お 互 い に
, あす こ ほ 何年で や っ て い ます と い う こ と は知

っ て い ま すけれ ども, 基 準年 次を オ ー プ ソ に しな い と い

うの が現在 の 建設 省水行政 の あり 方で 問題 が ある ん です

ね .
ノ

早 乙女 ある程度 ま でく る と オ
ー プ ソ に す る よ う です

ね ｡ プ ロ 汐 エ ク ー が たく さ ん 出て きます と ,
こ の プ ロ ジ

ェ ク トの 水収支 が
,

た と え ば昭和27年 を使 っ て お り ま

す,
こ っ ち の 地 区が2 6年 を使 い ま した ｡ と い う よ う な こ

と で は … … 水利 の 許可は全部建設 省の 所管事項 で どぎい

ます か ら,
こ れ は ほぼ 同 じ親間 の 中 で計画 されて い るも

の ほ , や ほ り大体 同 じグル ー ピソ グと い う こ と に な っ て

お ります ね ｡ 木 曽川の 場 合は 三川協 議会 の きめた 26 年 を

現在 ま で 各 プ ロ ジ ェ ク ト共通 の 基準年次 と して い る｡

群 馬用水 は, 在来 の10 年確立 皇 ぐ らい を使 っ て お り ま

した ね｡ 利根川 の 場合 は昭和30 年 の 基準年次 と い う の

ほ
,

1 0 年渇水夢 2 位 ぐら い だ っ た と思い ますね ｡

岡 本 30 年 は む しろ非 常に 甘い 年 で すね
｡

そ う い う問

題 が 起 こ っ て ま い り ます の で
,

そ れかこ見合 っ た よう な管

理体制が 必 要 です ｡ 幸 い利根川 な ど の 場合は 水利調整 の

機関が確立 し て い る ん で い い ん で しょ うが
｡

永井 え え ｡ ち ょ っ と御紹介 い た します と,
こ れは ち

ょ うどオ リ ン ピ ッ ク の 年 に大 渇水 で 一 番焦 点に な っ た わ

けで す｡ そ の と きに , 建設大 臣が 河野 さ ん で , ｢ 利根川

緊急水利連 絡会議+ と いう の をも ち ま し て , 次 官 ク ラ

ス
, 知事 ク ラ ス ですか

,
そう いう人た ちが 集 ま っ て

,
ど

こ を どうす る と いうふ う な相談を す る会議 を や り ま し

た ｡ それ が4 3年の 3 月3 1 日 で
一 応解 散と い う形 に な っ た

わ けです ｡ で , そ の 後は , ｢ 利根川荒川水管理者協議会+

一 飯称 の ま ま で すが
,
大体 河川 局が 中心-こ な っ て , 農

林 省と建設 省と県 の 担当者が 集 ま っ て相談 をす る｡ 渇水

の と きに ほ そ の 人た ち の と こ ろ で相談を して や ろうとい

うふ うな状 態が44 年に ち ょ っ と あり ま した ｡
4 5 年 ,

4 6 年

は全然 開か れて お り ませ ん ｡ ま あそ う いうふ う な歴史は

持 っ てお り ます｡ で , また こ と し , ある い は 来年 あた り

そ う いう の が 動 き出す と い うふ う な時期が ぐるか も しれ

な いわ けで すが ‥ ･ …

｡
そ う い う歴史が ご ざい ます｡

司 会 い まの お 話の 基準年の 問題ほ
, ま あ安全を み れ

ばきりが な い ん で ね え ｡ ま あ100 分 の 1 に すれは いい ん

だ ろう し
,

20 0 分 の 1 に すれ ばも っ とい い の か も しれ ま

せ ん けれ ども,
農業投資の 経済効果 とい う面か ら考 え る

と, 大体水 田の 場合に ほ1 0 分の 1 く らい が 妥当で は な か

-
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ろうか と い う こ とで ね b 効果の 面で も
, 過 去の デ ー タ 一

に 基づ い て1 0 分の 1 く ら い の 基準年 に お け る充足 率で も

っ て け じいて い るわ け ですね ｡ そ れ で , 逆に れ 畑か ん

な ん か は も う1 0 分の と いうの は 大き過 ぎる と い う議論が

争い で す よね ｡ と い うの は
, 水は ふ ん だ ん に あ るわ け で

ほ ど ざ い ませ ん し,
1 0 分の 1 の 基準年で い きま すと

, も

う畑か ん の 水計画が で きない 地区と い うの が多く な っ て

きて い るわ け で す｡
で すか らむ しろ も っ と

… …

,
日本 の

場合の 畑か ん と い う の は
, 雨が 非常に 少な い 地域 と違 い

ますか ら,
3 分の 1 に しろ とか

,
5 分の 1 に しろ と か い

う ような 意見の ほ う が
, ばく らの と こ ろ に は強く 出て き

て い るの で す｡

早 乙 女 そ れ は 河川が だ ん だ ん 基準年 が 悪化 してく る

と い う こ とに つ れ て , 当然 中の ほ う, 要 する に 内陸部の

畑か ん 計画も地区内基準年を 引き下 げない と
,

ダ ム 建設

費用上 昇 とか 経済性の 問題等か ら当然そ うい う圧力は強

くな っ て く るで し ょ うね え ｡

岡 本
一

方農業用水 の 必要量の 見積 り方が 大き過 ぎる

場合もあ っ て
, 計画の ほうな過大 で 水が 余 っ ち ゃ う例 ,

豊川と , 私知 らな い ん で すが
, も しか す ると 九 州の 豊野

原 こ の 2 つ を 除い た ら,
日 本 じ ゅ う の 畑か ん と い う の は

全部計画水量 が で か過 ぎて , 実際の 使用水量 が少 な い ん

で す｡
こ の 理由は い ろ い ろ あ るん で すが

, 第 1 は
, 受益

面 積に 全部水 を使 う と い う想定 を して い る の が
, 労働 力

に ネ ッ ク が あ り ま して , 畑 に 水を か け る と い う 面 積は ご

く 限 られ て しま うと い う こ と ｡ もう 1 つ は
, 蒸 発敬 した

もの ほ 補 っ て や る ん だ と いう こ と で , しかもそ の ピ
ー

ク

の 値を使 われ るた め に , で かく な っ て い る ん です ね ｡
そ れ

ほみ か ん圃 へ 行 っ て ご らん に なれ は ほ っ きり します けれ

ども,
か ん ば つ の 年 で も年 に 数 回 しか水 を か け て い な い

わ けです が計 画は
, 夏 季に ほ 5 日間断40 ミ リ と いう計画

をた て て しまうわ けですね ｡ い ま ま では 水源 に 余裕が あ

っ た も の です か ら , そ れ で い けた ん ですね ｡ と こ ろが
,

最近, 用水量 が過大過 ぎるか ら小 さく して くれ と い う要

求 は
, み か んか ら

一

番強く 出て い るん で す けれ ども, そ

の 理 由ほ
,

み か んか んが い を考 え る と
, 河川が ほとん ど

な い と こ ろ, た と え ば紀州 です と, 沢水の よ うな もの し

か な い と こ ろ な んで すね え ｡
で すか らそ こ で 従来の よ う

な過大 な用水量 を想定 した 計画 を 要求 され ますと , い り

も し な い ダ ム を つ く ら な い こ と に は
, 許可 に な ら ない と

い う矛盾が 出てき ますね ｡

太田 よくわ か らん の で すが
,

豊川用 水だ け が 計画が

過少で あ っ た と い うわ けで は ない ん で し ょ う ｡ あ るい は

豊川用 水 は 掛 こ 水を 使 う農家が 大部分だ と い う こ と で す

か
｡

岡 本 あす こ の 場合ほ
, 私の 感じ で は

, 定植用 水それ

か ら作業用 水 な どと い うの ほ
, 従来の 農業 用 水の 考 え 方

に は な い わ け で すね ｡ そ う い う従来想定 して い な か っ た

水 の 使用が計画段階 で盛 り込 まれな か っ た とい う こ とが

ある と思 い ます｡

そ れ か らも っ と大きい の は
, ああい う大 規模化 した た

め の ス ケ
ー

ル デ メ リ ッ ト で すね ｡ 管理 ロ ス を 非常書こふ ん

だ ん に 必要 とす る シ ス テ ム に な っ て しま っ た とい う こ と

で すね ｡

早乙 女 い ま
, 岡本先生か ら御話 しが あ っ た よう-こ

,

そ うい う管理 中 ス とか 移植, 定植の 水と い うの は
, 私 ら

の 実例 と して も, 考 え に 入れ て 計画 して お りま せ ん で し

た ね ｡
で すか らそ うい うふ うな 配慮を して いく と い う よ

う な こ と に な り ますと , 農業用水, 要す るに近代 化用水

と い うも の が 必 要に な っ て きて , む しろ 農業用 水ほ都市

化 で
,

ス プ ロ ー ル 現象 で 減少す ると か 言わ れ て い ます け

れ ども, まだ や ほ り減少す るど こ ろ か , ふ え る 分だ っ て

あ るん じゃ な い で し ょ うか ね え ｡

永井 屋 根が っ き ます とか わ きま して , し ょ っ ち ゅ う

か んが い 用 水を しな けれ ばな らな い ん じ ゃ な い で し ょ う

か ね え ｡

岡 本 い え
, 逆な ん で すね え ｡ あれは 非常に 過 湿で し

て
,

ハ ウ ス とか ト ン ネ ル の 中の 水使 用 と い うの は 微々 た

るもの で す｡ 御存 じか も しれ ませ ん が
,

パ イ プが布設 さ

れて お り ま して
, そ れで 小さ な 穴が ある ん ですが , せ い

ぜ い 30 秒か 1 分で す｡ そ れ を 日 に 2 回行 な い ます ｡ です

か らトまと ん ど霧状で 何と か か け る程度 で すね ｡ そ れ で も

中が も う べ と べ と で して , 青い こ け が べ っ と り つ い て い

ます｡

小野 施設園芸に つ い て 申 し上げます と , 現実 に ハ ウ

ス で 使 っ て い る水を は か っ て い る ん ですが , 大体畑か ん

の い まま で み て い た 量 と ほ と ん ど 同 じぐ らい ですね
｡

そ れか ら太田 先生が ち ょ っ と 言われ ま した けれ ども,

豊 川の 場 合ほ冬 か ん に つ い て は 6 割 ぐらい しか み て い な

か っ た と い う こ と が 1 つ ある わ けです｡ 現実 に は 冬か ん

も 1 万 ヘ ク タ ー

ル 全部使 っ て い る と いう こ とが 1 つ ｡ そ

れか ら水 質汚濁ですか ｡ や は り畜産公害で
, もう排水利

用 が で きなく な っ た
｡

そ う い うも の が 計算に 入 っ て い た

も の が
, 現実 に はもう大野頭 首工 か ら入 っ て く る幹線か

ら取 らざる を得 な い
｡ と い う よう な こ とが や は り 1 つ の

原 因だ と は 思い ますね ｡

太 田 や ほ り畑 に フ ル に 使う と い う こ と ですね ｡ ほか

の 地域 で ほ
, 読菜地 帯な んて ろく に や ら なくな っ ち ゃ っ

た ですか らね , 兼業化 で｡ ですか ら また ぐ っ と余 り過 ぎ

て
,

ポ ン プ の キ ャ
バ レ ティ が 大 き過 ぎて 困 るな ん て い う

の も ･ … ‥

｡

岡 本 み か ん の 場 合は ほ と ん どが 大き過 ぎ ますね え ｡

小野 お っ し ゃ る とお り, 豊川 の 場合もみ か ん は こ と

しあた り全 然使 っ て い な い ん で す よ｡ 特に 蒲郡地域に お

い て はね ｡

岡本 た だ , み か ん の 場合は, ち ょ っ と弁護 して お き
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ます と, だ か らい らな い ん じゃ な くて
, あれは 若木を 入

れ る と きに, 必要不 可欠の 時期が あ っ て
, そ こ さ え満足

で きれ ば何 とか なる という よう で少量 で い い けれ ども絶

対 に保証 しなけれ はい けない と い うも の らし い ですね . ,

小野 防除用水 ですか ね , そう い うも の が確実に , 量

は少 な い けれ ども い るわ け です ね ｡

司 会 それ で は 次に
, 施設 な り, 工事 なり,

また 先 ほ

ど建設期間と管理期間とだ ぶ らせ て
, 建設 が終 わ っ ても

2 年 ぐらい ほ管理 と の つ な ぎ目をみ た ほ うが い い じ ゃ な

い か と い う御意見も ご ざい ま した け れ ども, そ うい う点

な り, ある い は 岡本 さん か ら分水装置な ん か , わ りあい

に 技術屋の i ス タ ー べ 一 シ ョ ソ 的な考 え方で い ろ い ろ や

っ て い る けれ ども, 実際は あん ま り使わ れな い もの が 多

い とか
,

そう い う具体的な 事例が ど ざい ま した ら, そ れ

を出 して い た だ きた い と思 い ます｡

岡本 豊川 とか 利根で すね , 管理を始 め られて大体 何

年ぐら い で 管理 とい うの が 定着す るもの なん で し ょ う

か ｡

小野 私は 最低 3 年と思 い ます｡

永井 3 年 で
,

.
私 どもは もう老化現象が 始 ま っ て きて

い ますね え｡

小野 い ま の 施設計画 ですが , 計画 と設計 , 施工 と , こ

の 3 つ が ほ んとうに う まく い か なけれはもうだ め だ とい

う こ と は 1 つ の 例 と して , 先程 ち ょ っ と除 じん の 問題が

出ま した けれ ども,
何か 技術屋が は らば らな ん で すね ｡

計画 は許画 の 技術屋, 極端 に言え は農業土木 の 技術屋だ

けで
… …

｡ あ るい は設計す る人 は設計す る人
, 施工 す る

人 は施 工 だヴと, 何か あん まり専門化 しす ぎた き らい が

ある よう な気が す る ん です よ｡

そ こ で, まあそ の 計画の 話か らま ず し ます と , さ っ き

用水皇 の 決定の 話が 出 ま した けれ ども, 取水 計 画 で す

ね ｡ 問題は 水 を取 ると い う こ とに つ い て
, そ の 資料が 非

常に 充実 し て い な い とい う こ とが 言え るん じ ゃ な い か と

思うん です よ｡ そ れは どう い う こ と か と申 し 上 げ ま す

と, た と え ば1 日の 9 時 の 時点 で水量が 幾らあ っ た か

ら
,

そ れが あた か も 1 日ず っ とそ の 水が あ るか の ような

こ と で計算 され て い る向きが あ るわ け で す｡ とい う こ と

は , 具体的に 言い ます と,
た と えば 1 日の うち で少 なく

とも 4 回 ぐらい の 水量 の 把握 と い うも の ほ して おく べ き

じ ゃ ない だ ろうか と思う の です｡ 御存 じの よ う甘こ
, 最近

非常に 水 の 出方が シ ャ
ー プに な り ま して, 小 さい 流域で

も水 を取 ろうと思 っ た ときに は
, 極端 に 言えばなく な っ

て い る場合も あるわ けです｡ 平均化 された 数字で 計算 し

てお っ て
, 現実に ほ 取れな い と｡

こ れは まあ愛知用水の

場合 でもそ う です けれ ども｡ そ こ で水が あ っ た と い た し

ま しても, 幹線の 中 の い ろ ん な構造物が あり ますな
,

た

と え ばチ ェ ッ ク が｡ そうす る とそ の チ ェ ッ クかこ 人 が 行

き, ある い ほ そ う い う連絡, 水を よけ い 入れ る体制が で

きな い こ と に は
, 水 は取れ ない わ けです よ｡ そ う す る

と, ま あ御存 じの ように ネ ル ピ ッ ク ゲ ー ト なん て や つ は

私 ども の 考 え 方では 少 なく とも30 分か 1 時間お きに 増量

して い か なけれ ばな らん と い う問題も 1 つ あり ます｡ そ

れ か ら手動 ゲ ー トの 場 合も ですが
, 急激 に

,
2 0 ト ン 水が

あ っ ても ,
2 0 ト ン ば ん と入 れ られ るわ け じゃ な い わ け で

す よ ね ｡ それ だ けの 体制が 整う ま で には 相当 な労 力な り

時 間が い る わ けです よ｡ そ うす る と, ま る ま る30 トン 取

れ る水 が あ っ て も3 0 ト ン 取れ な い と い う こ と です ね｡ そ

の 間題 が 1 つ
｡

そ れか ら, そ うい う ような 水の 出方をす るか ら, や は

り降水時の 水の あれ を
,

ま あ平水量 以上 と い う よ うな話

よ りも, む し ろ降水時 に どか っ と 取れ るよ うな施 設断面

を 私は 持 つ ぺ き じ ゃ な い か と思い ま す｡ 極 端に 言え ば,

余裕を 大きくすれ ばい い じ ゃ な い か
｡ 余裕 断面が 必要 だ

と思い ます｡

そ れ ともう 1 つ 申 し上 げて お きた い の は , た とえ ば農

業土木技術屋 と
,

そ れ か ら電気屋
, 機械 屋

,
こ の 3 つ が

う まく組み 合わ さ っ て い ない とで すね ｡ そ れぞれ 電気屋

は 電気屋 で マ ス タ ー べ - シ ョ ソ を や っ て い る わ け で す

よ｡ 問題ほ , 私が 特 に 感ず るの ほ , 最初計画の 段階 で ,

ま あお 互 い に な い 知恵を しぼ っ て 集 っ て や る こ とは あ る

ん ですが
, と こ ろが 現実に そ の も の が 設計 された 時点で

ほ
, む しろ設計屋は メ

ー

カ
ー に 聞くわ けです｡ そ うす る

と メ ー

カ
ー に 振 り回 され ち ゃ っ て

, もうそ れ か ら先は 電

気屋 と機械屋 は 関係 なくな っ ち ゃ っ て
, 農業土木の 技術

屋 が 1 人 で音頭 を と っ て , 1 人 で設計 して し ま っ で
… ‥

と い う よ うなか っ こ うに な っ て い る わ け です よね ｡ だか

ら, 理論的に は 非常に い い は ずの も の が , で き た も の

は, わ れ われ 当初計 画の 時 点で考 え た こ とに 対 して, せ

い ぜ い 50 % か60 % の もの しか で きて い な い
, 現実 に は

｡

そ うい う気が 私は す るわ け で す よ｡ と い うの は
, 結 局最

後まで そ うい うお 互 い の 技術屋 の 連携動作が な けれ ばな

らん と｡
こ う い う こ とを 申 し上 げた い わ け で す｡

司 会 恐縮 ですが 今の 問題を も う少 し掘 り下 げて い た

だ い て農業土木 の 技術屋 や と , 電気や 携枕の 人の か み 合

わ せ が 悪か っ た と い う何か 具体的 な例は ど ざ い ま せ ん

か ｡

小野 そ うですね え, あま り深 い こ とは 申 し上げた く

な い で すが
｡

た と え ばち り の 問題 で すね ｡ 電子計算機は

据 え ま した ｡ と こ ろが そ こ の ス ク リ ー ン の 状態, あ る い

は除 じん の 状 態と い うの が , そ れ にふ さわ しく ない わ け

です ｡
た と え ばス ク リ ー ン の 配置 と言 い ま す か ね ,

ス

ク リ ー ン を置く場所 とか ね
｡

まあ これ は 1 つ の 例 で す

ね ｡

早乙 女 私の 曙 うで考 え られ る こ と は
, そ のかまか に安

全管理 と い う間窟 が 私は非 常に 重要 じ ゃ ない か と思 うん

です よ
｡

これ はす で に本社 で, 私 が い た とき に い ろ い ろ
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経 験 して い る ん る ん です けれ ども, 管理用 道路｡
これが

案外や り玉 に あが るわ け で す｡ で , 昔は 開水 路で片側に

3 . 5 0 m の 道 路を つ けて , 片側 は 2 m ぐ らい の も の と い う

規 模だ っ た ん で すが , 最近 は 町村 へ 移管 する た めに は 4

メ ー ト ル 以上が 必要 な わ け です ね ｡ で
,

一 般道路が 兼用

す る ような もの が 多くな っ て きた と い う こ と か ら , 道路

の 特に 曲率半径等 を, 少 なく とも構造令第 3 種の 道路以

上 の 機能を とい うこ とで すね ｡ そ うい うもの を つ く らな

い と,
ス ム ー ス に 管理が で きない ｡ 相手の 市町村なり,

そ れか ら県道 の 部分も派生 して く るわ けで すか ら, そ う

い う問題 を よく注意 して 防護 さく ,
フ ェ ン ス

,
そ うい う

も の を つ く っ て お く必要が ある の じゃ ない か と 思 い ま

す｡
これ ほ香川用 水 な どの 写真 を見 ます と,

だい ぶ り っ

ば に で きて い ます ｡
そ れ か らナイ フ ォ ソ ですね

｡ 幹線 の

ナ イ フ ォ ソ とい うの ほ
, 流量 が大 きい です か ら,

2 遂に

な っ て い な い と どうも ぐあい が 悪い ｡ 塗装す る と い っ て

も ,
これ が また相 当えらい 金 を食 い ます し

,
遮断 で きま

せ ん
｡ 中に入 っ て

, 片 一 方通水遮断 して
, 片 一 方塗装を

行 な う
｡

サイ ク ル タ イ ム と して は
,

4
,

5 年ご と ぐらい

に そ れが 起きてく る わ け です ね ｡ 幾 らい い 塗 料を使 っ て

も, まあ塗料の 開発が進 ん で , 永久的むこ塗 り っ ば な しと

い う ような もの が で きれ ば い い ん です が
,

そ うい う問題

が 出て き ますね え ｡

そ れか ら
, 小流域の 水を設 計の と きに入れ る よ うな考

え 方を す る場合があ るん です け れ ども , 今後は そ うい う

の は や め た ほ うが い い ん じ ゃ ない か ｡ もち ろ ん最近 ほ入

れて な い と思い ますが
, 余水 吐を つ けて自動 的に排除 で

き る とい う こ とが あればい い と い う こ と に な っ て お り ま

すけれ ども, 特に や むを得 な い と こ ろ 以外 は
,

そ うい う

小流域を 用水路の 中に 入れ ると い うの ほ や め た ほ うが い

い と思 い ます｡

司会 そ れほ 水利用計画上 で すか
,

また わ 渓流 の 排水

上の 問題 で し ょ うか ｡

早乙 女 ど ち らか と い う と排水上 の 問題で す｡ 幹線の

下 を横断 して排除 し て し ま っ た ほうが
, 施設管理上 も よ

けい な神経 を使 っ て や る必要も な い し, 管 理も楽 で ほ な

い か
｡ そ れか らも う1 点 は, 施設計画 をす る ときに, こ

れiま経験上 の こ とです けれ ども, 災害を 受 け易い こ とiこ

なり ます｡ 路線の 選定 なん です けれ ども,
路線の 選定が

い わゆる ハ イ パ ソ ク
,

い わ ゆる 高い 盛 り土 ですね ｡
そ

れか らカ ッ トの 長 い の りを 山すそ に 引 っ ば るとか
,

そ う

い う地形 ｡
そ れ か ら ト ソ トネ ル の 呑 口 を, 工 費を節約す

る た め に 山の 中に非常 に追 い 込む と い う, ア プ ロ ー

チ の

仕 方･ ･ … ･

, そ うい うと こ ろ は 問題が ある よ うですね , 特

に 災睾等 紅対 して は 弱い 構造 に なり ます｡ で , そ の 辺を

十分留意 して 路線 を持 っ て い か な い と
, 問題が 起 りや す

い
｡

小野 ち ょ っ と誤解 があ るとい け ませ ん の で, まあ愛

知用水を当初の 路線選定 に も関係 して い る ん で 申 し上 げ

た い ん だ けれ ども , 実際 は コ ン サ ル タ ソ ト の ほ うで, 結

局あの 時点と い うの は
,

ナ イ フ オ ン は あ っ た と し ても,

ト ソ ネ ル に 対す る認識と い うの は 非常に低 か っ た わ けで

す｡ ア メ リ カ の E F A 社の 技術員自体 が
｡

まあそうい う

こ と で
, え て し て工 費だ けに と らわ れ ち ゃ っ て

,
で き る

だ けオ
ー プ ソ でい こ う と い う 1 つ の考えがあ っ た と い う

こ と な ん です よ
｡

わ れ わ れ が考 えて い た より以上に
, オ

ー プ ソ で い っ て い るわ けです｡

そ うい うこ とが 1 つ あ っ た と い うこ と と, それか ら実

際3 3年か ら工事 が始 ま っ た 地区が あるわ けで す｡ 上か ら

順次路線 を決定 して い っ た か ら, 非常に 工 事期間が 短か

っ た こ と ｡ そ の か た わ ら横線 の 測量 な り工 事も進 ん で い

るわ け です よ｡ 現 実むこ水位 が き まらん うちに
, 水位を 仮

定 して , そ して 枝線の 引き継 ぎ水位がも う県 に言 い 渡 さ

れ て お っ た ｡ だ か らい きお い 勾配 の 種炉が多く, ナイ フ

ォ ソ とか 隊道と い うも の は で きる だ け短くせ ざる を得 な

か っ た わ けで す｡

早乙 女 愛知用 水と い う こ とを特 に代表 とし て申 し上

げた と い う こ と じ ゃ あ り ませ ん
｡

‥ … ･ そうい う山岳路線

を縫 う場合の 開水路の 設計 と い う 一 般 問題 と い う御理解

で お 願い した い ん で すが ｡ 特に愛知用水 と い うこ と でほ

ど ざい ませ ん の で , 誤解 の な い よ うに ひ と つ
… …

｡

小野 つ ぎ紅 , 畑地の か ん が い時 間ですね ｡ こ れが 豊

川の 場合最大18 時間 とい う こ となん で すが, 農民 に対 し

て18 時間 と い うの は ち ょ っ と酷な 気がす るとい う こ とで

すね ｡ もう少 し畑か ん時 間 とい うの ほ … …

,
まあせ め て

12 時間か 14
,

5 時間 とい う と こ ろ で し ょ うか ね え｡ そ れ

ぐらい に しな けれ は, とて も じ ゃ な い け れど,
い まの 意

欲に 燃え た 農民で も, 昔な が らの 労働時 間18 時 間と い う

の は
,

ち ょ っ と酷 じゃ ない か と考 え ます｡ そうい う意味

で は
, 簡単iこ言 えば

,
フ ァ

ー ム ポ ソ ドを もう少 し大 きく

しな さい と い うこ となん で すが
｡

そ れか らも う1 つ
, 上 水工 水 の 分水地点の 問 題 で す

が , 非常 に上水 工水に つ いて は , さ っ きの ナ イ フ オ ン の

2 連 と い う話に も関係す るん ですが , 年 じ ゅ う通水 して

い る関係上, 特甘こ上水工 水の 問題が か らん で き ます と,

や っ ぱ り上水 工水 専用 と言 い ますか , そ うい うもの の サ

イ フ ォ ン をも う1 遵 つ く る べ きでは な い だ ろうか
｡

つ ぎ

に安全度の 高 い と こ ろか らや は り上水工 水 の 取り入 れ地

点と い うも の は設 けな ければ い か ん と ｡ 簡単に 言 えば,

豊 川あた り横線か ら工業用水の 分水 点が出て い るわ けで

す よね ｡ 非常に安 全性が 低 い と い うこ とな ん で す よ｡

で , まあ言う なれば
, 調整 池か ら上水工 水専用線を持 っ

て い く べ きで は な い か
｡

これは もう年 じゆう管理 して い

る面か ら言えば, そ の た め に 非常に管理費が高く なるわ

けで すね ｡ また 披凍か らの 方がエ事費が安い よう ですが

む し ろ本工 事自体 よりも, その 架設 工事に金 をく うわ け

-
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で すね ｡

それか ら
, さ っ き途装の 問題が 出た ん で すが , え て し

て 設計 の 時点 では
, 建設 費を 安く とい う こ と-こと らわ れ

てい るわ けで す よね ｡ まあ塗装 と い うや つ は 5 年に 1 回

は 必ずや らな けれ げい か ん ｡ 早い ときに は 3 年 ぐらい で

や らなけれ ば い か ん ｡ 特に 塩風の 強い と こ ろ は
, さ び が

早く つ くわ けで ど ざい ますね ｡ 渥美半島の フ ェ ン ス あた

りは 全部腐 っ ち や て い る ような状 態なん で す｡
そ う し ま

すと ね , た とえば橋梁に Ⅱ鋼を を 使 っ て い るわ けです ｡

そ うす る と ト そ の Ⅱ鋼を使 っ た こ と ほ
,

工事 を 進め る 上

に
,

あ るい は 建設に お い て ほ 安く つ い て い る の かも しれ

ませ ん けれ どもね ,
そ の H 鋼の 塗装だ けで もた い へ ん な

こ とむこな る と思う わ け で す よ｡ 少 し ぐらい 高 く っ た っ

て
, 管理の こ とも考え て 設計を してく だ さい い と ,

こ う

い うう こ とを申 し上 げた い の で すが ･ … ‥

｡

そ れ か らもう 1 つ で すが
, 水源施設に 対す る環境整備

と言い ますか
, そ う/ い うもの を 計画の 時 点か ら早く織 り

込ん で もら っ て
, そ うい う 施設を しても らえ な い か ｡ 極

端 に 言え ば , まあ便所 1 つ な い と い うの が ある ｡ ダム を

つ く り, 調整 池を つ く る とい う こ と は
, もう必ず こ れ ほ

好 む と 好 ま ざるとむこか か わ らず人がく る ん で すか ら, そ

れケこ対 応す る こ と ぐらい ほ や っ て お か な け れ ばな ら ん,

管理 に な っ て か ら便所を つく ると い っ て も, す ぐ何百 万

な ん で すか らね , い ろ い ろ 小さ い こ と あ り ます けれ ども

そ の 程度 で ‥
‥ ‥

｡

永井 い まの お 吉で
, 東 京都の 小河内ダム に は

, 公 園

緑地課 と いう の が あり ますね
, ああいう とこ ろか ら年間

200 万 円出て い る ん ですね
｡

や ほ りア メ リ カ な んか です

と,
日本 の 厚生省 に相当す るも の が ダム や 何か にお 金 を

出 して レ ク リ エ ー シ ョ ソ の 場 と して利用す る ようケこ
, 積

極的 に や っ て い ます ね｡ 日本 な ん か でも そう いう面もも

う 少 し出さ なけれ ばい か ん です え｡

早乙 女 そ れ は福祉便益 の 蕎 だ と 思い ます け れ ど も

ね
｡ 確 か甘こア メ リ カ でほ

,
レ ク リ エ ー シ ョ ソ の 費用と い

うも の がア ロ グ ー シ ョ ソ の 段階で 入 っ て い ますが, まだ

日本 は, そ ろそ ろ水質汚濁 だ とか
, 公園, 要す る忙 緑地

が 少 なく な っ た の で … = ･ と いう よう なこ と で取り上げて

く る よう ですが ｡

永井 先かまどの お 吉と重復す る ん です けれ ども, 私ど

も都市用水 を扱 っ て お ります と, 切実に 困 るの は とめ ら

れな い と い う こ とで すね え｡
1 0 日や そ こ い ら い い じヤ な

い か な ん て , そ う い うわ けむこ い か な い ん で す｡ で すか ら

もう絶対に ぺ ソ キ塗 りな ん て でき ない わ け なん です よ｡

ですか ら私 ども秋 力瀬 の 取水堰は
,

し ょ うが あ り ませ ん

か ら電気防蝕を や ろう と い うふ うケこ
,

い ろい ろ試験を し

て もら い ま して, 1 6 メ
ー ト ル よ りも近くで や ればだ い じ

ょ うぶ だ ろう と い う こ とが 結論が 出ま した の で , そ うい

う方法を とち ぎるを 得なくな っ て き ま した
｡

そ れか ら先

ほ ど 2 遵に しろ とい う詰もあり ま した が
, 掛 こ秋 力瀬 で

は あす こ は 2 遵に つ く っ て あるん で すけ れ ども, 地下水

の 低下 に 伴 う地盤 の 沈下で すね ｡ 約 6 メ
ー トル ぐら い 地

下水ほ 低下 して い るん ですが , そ れで, 計算上80 セ ソ チ

ぐら い と い う こ とに な っ て い ますが , い まの と こ ろ35 セ

ン チ ぐら い す でに 沈下 して い るん で す｡ そ うい た し ます

と , 鋼管基礎 で や っ て あり ます重要工 作物 は い い ん です

が, あと 暗渠は 無基礎 なん ですね え｡
プ レ ロ

ー

ドよ りも

軽 い コ ン ク リ ー トで あり, 水 の 皇 で ある と い う こ とで ,

無基礎 で や っ て い る
｡ と こ ろ がそ の 辺 一 体 が沈下 して い

る もの ですか ら, ともずれ で
一 緒に 下が るわ け です｡ そ

う する と , 有基礎 の と こ ろ は下 が らない わ け ですか ら,

そ の 境 が 切れ る わ け で すね ｡ そ こ か ら土砂 が水車 の 中へ

入 る わ け です｡ そうす る と陥没 と い う こ とに な っ て境防

が やせ る と い う 問題 が 出てく るわ 机 そ い つ を今度は
,

と め られ な い ん です か ら,
生きた まん ま で工 事 を し な け

れ ばな らな い ですね え ｡

早乙女 長 良の 河 口 堰 の 設計 の モ デ ル こ の 前見 てき た

ん です けれ ども設計課長 の 話 しで, やは り あの 地 帯も地

盤沈下 が ある だ ろ う と い う こ と で
, 地 盤沈下 を 見 込 ん

で , ゲ ー ト の 巻 き上 げの 余裕高 に 沈下 を織 り込 ん で い る｡

永井 そ れ は も う これか らは当然 やら な ければ い け ま

せ ん ですね ｡ い まの は巻き上 げ高 で ござ い ま し ょ う｡

と こ ろ が有基礎 の と こ ろは 下 が収縮す るわ けで すか ら,

す き間 が あく ん で す｡
で

, 私 ども い ま ダ ラ ク トや っ て い

ます けれ ども, 咤か は30 セ ン チ ぐ らい 落 ち て い る んで す

けれ ども, そ の 下は 平均す る と大体11 セ ソ チ ぐら い すい

て お り ます｡ そ れ で , そ の ときに 用心 しな ければ い け

な い の は
,

ト レ ン チ シ ー トを カ ッ ト オ フ で 入 れ て お り ま

すね
｡

そ の ト レ ン チ レ ー トが 土に 引 っ 張られて 抜け るわ

け です,
コ ン ク リ ー トか ら｡ 鋼管基礎や 何か は ,

バ ス ケ

ッ †を つ く っ て 中 へ 密着す る ように や り ますね ｡ と こ ろ

が ト レ ン チ レ ー トな ん か は
,

た だ 打ち 込ん で お い て
,

そ

れに レ ー トを か ぶ せ るだ けで すか ら, すば っ と 抜け ち ゃ

うん で すね
｡

違う と こ ろ へ ダ ラ ク ト し ます と,
こ っ ち側

へ つ う つ う で きた りな ん か し ます｡ で すか らそ うい うふ

うな 技術的な 沈下 に 対する配 慮で すね ｡ そ れか ら, そ こ

へ や る た め に ボ
ー リ ン グ しな け ればならない わ けです｡

そ うす ると , ボ ー リ ン グする と きに 鉄筋 に 当た らない よ

うに ボ ー リ ン グ しなけれは い か ん の で すけれ ども ,
なか

な か そ う は い か な い ん で すね
, 実際問題

｡
です か らあ ら

か じめ コ ソ ソ リデ ー シ ョ ソ ダ ラ ク トする穴 は用 意して お

く とい う こ とで すね ｡ そ うい う配 慮は 必要 です ｡ 当然 2

連に して 休ん で や れ るよ うに や る と か
, そ う い う有基礎

と 無基礎 の 間ほ , 基礎 の 強 さ め ト ラ ッ 汐 ッ シ ョ ソ で す

ね
,

こ れを設 け な けれ ばい けな い ｡ そう し ませ ん と ,
が

た ん とい き ますか ら｡

司会 先 ほ どの 小野 さ ん の 話 で
,

1 8 時間か ら少 し席 め

ー
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ろ と い う 話ね ｡ い まむ しろ排水 に しても用水 に しても,

い まの ポ ン プは じ ょ うぶ だか ら, 運転時 間を延 ばし て施

設容量 を 小さく しろ と い う希望 の ほうが 多い ん です よ
｡

そ の 辺の か らみ は ど う な ん で しようか ね え ｡

永 井 それ は 無人管理 に つ なが る話 だ と思 うん です よ

ね ｡

司 会 運転時聞 と い う の ほ , い ろい ろ微意見 ご ざい ま

した けれ ども
,

一 般的 な計画 で ほ ピ ー ク で計 画 し ま す

ね ｡ だ か ら ,
ピ ー ク の と きに20 何時間 は動く けれ ども,

平時 に は18 時間 ぐら い で
, 冬 に な っ た らもう ほ とん ど数

時 間に な ち ゃ うわ けですね え｡ だか ら ピ ー ク を18 時間 で

計 画 した も の を, さ ら に1 之時間 に い た します と, 単純 に

考 えれ ば施設容量 2 分 の 3 倍に な っ ち ゃ う わ け ですね ｡

そ の 辺の か ね 合わ せ は ど う で し よう か ｡

早乙 女 豊川総合管理所長が お っ しや っ て い た こ と が

現実に あ り ま して , まあ18 時間が 昔設計 で と っ て い た基

準 で すけ れ ども,
こ れ を 極端な こ と を 言い ます と10 時 間

ぐら い に してくれ と い う こ と ら しい ん で す よ｡

司 会 い ま20 時間で 計画 して い るの で す｡
しか し別 時

間に し ろ と い うの が 多 いん で す よね ｡

岡 本 い まお っ しや っ て い るの は 果樹で すか
, 読菜 畑

で すか
｡

司 会 果樹 の 場 合が い ま ま で は 多か っ た ん で すが ｡

岡 本 そ うで しよ う ｡ さ っ きも言い ま した よ うに, 果

樹 の 場合 は い ま の 単位用水量 は大 き過 ぎる ん ですゎ｡ 単

位用 水量 を た と え ば 5 日 間な ら4 0 ミ リ
,

1 日 8 ミ リを も

う ち よ っ と 削 っ て ほ しい と 言い た ん で す けれ ども｡

多 目的需要が か りに 2 ミ リだ と し ます と, そ れで 設計

す るん だと ｡ で
,

そ れ を上 回 る ような か ん ば つ が
,

そ れ

は ま あ普 通3 0年 に 1 回 ぐ らい はく る だ ろ う けれ ども, し

か し
,

そ の 場 合もセ ロ に な る わ け じ ゃ な い ん だ か ら,
そ

の 場 合は ですね ,
ダメ

ー

ジポ テ ン シ ャ ル と投資 と の 比較

か ら, そ の ほ うがい い ん だ と い う こ と で 2 ミ リ で 設計 し

て しま う と い う よ うな理念 が
, も しも本 省の ほ う で と ら

れれ ば, 今度 は逆むこ
,

そ の かわ り時間 に つ い て は1 8 で は

なく て, む しろ これ か らの オ ぺ レ ー ク ー はせ いぜ い10 時

間に しな けれ ば 困る とか
, ある い は逆に , 2 4 時間に す る

ん だ っ た ら オ ー ト マ チ ッ ク な オ ぺ レ ー トに して くれ と,

と い うよ うなこ と に なる ん だ と思 う の で す｡ だ か らね ,

必 ず しも ク レ ー ム の 中身 は ほ ん とうは 何 なの か とい うこ

とを 御検討 い た だ か な い と
… …

｡

司 会 そ れ は 水量が 多 い とい う ほうで 言 っ て い た だ い

た 方が 良 い と思うん ですが ｡ み ん な が読ん だ場 合に , わ

れ わ れの 意見と は だ い ぶ違 うぞと い う こ と に な っ ち ゃ う

と ま づ い で すか らね え ｡ 2 割く らい 余裕 を持 つ と いう こ

と で20 時間程度 が 一 般 的で だ っ た の です｡ さ きほ ども 申

し上 げま した よ うに む しろ長く して欲 しい と い う要望が

多 い よ うです ｡

早乙女 無人化 と いう と,
こ れ は また 高教 な施設に な

りますか らね え｡
ですか ら い きお い粗放 に 流れ る と い う

と数時間 ぐ らい の, ま あそ の ほうが 現実は 多い で すね ｡

小野 現実ケこ
,

セ ッ トす るに して も, 暗 い うち-こや る

と いう こ と｡
これ は問題 ですね ｡ そ して また , 真の 盛 り

に ,
1 2 時 とか ,

1 時 2 時 の 干天時に
, そ ん な 水を か け て

歩 きませ んで す よ｡ そ うす る と
,

患す 恵すそ う い う時 間

と いう の は短縮 の 傾 向に ある と思 う ん です よ｡

司会 ぼく の 言う の はね
, 作物に 水を か け る時間 です

が ｡ そ れ を自動化すれ ば24 時間 でも い い の で しようか ｡

小野 しか し, 大体 い まの ス プ リ ン ク ラ ー は 自動化 と

い う こ とほ ち よ っ と考 え られ な い ん じ ゃ な い で す か ｡

岡 本 果樹 と, 露地畑 とか 施設 とい う もの と は
, 区別

し ない と い ん と思 うん で す｡ まず, お 茶と ミ カ ン は 少々

炎天下に か け よう と, 真夜中に か け ようと
, 何と か い け

るわ け で すね ｡ そ れ か らか ん が い 適期と い う もの も, 極

端な 話を すれ ば, 1 週 間の 前後は 別に か まわ な い わ け で

す｡
ですか ら逆 に 言 う と ロ ー テ ー ジ ョ ン も組め る し , あ

る い は ス イ ッ チ 1 つ で
, あ とほ オ ー ト マ チ ッ ク に だ ん だ

ん 移 っ て い く ような装置 を つ く っ て お い て , そ れ ほ 別 時

間回 して おく ｡
そ れ で 1 週間た っ た らと め に い く と い う

こ と で 済む わ け で すよ
｡

で すか ら_
こ れに 関 し て は 24 時

間,
しか もオ ー ト マ チ ッ ク運 転と か , そ うい う方向ほ か

な り追 求 しや すい と 思う の で す｡

それ と , 今度 は ,

一 番極端 な場合,
ハ ウ ス な んか で み

ますと
,

こ れ は星 川に ご ざい ま すけれ ども, 湿度 とか ,

ある い は テ ン ジ ョ ン メ ー タ ー に よ る土壌水分 とか
,

そ う

い うも の を イ ソ デ ッ ク スキこ して
,

それ が 幾 らに な っ た ら

水を か け ますと い うふ うに や れ るか と い うと , 御存 じの

よう に , あれ は 工 芸品で すか らね え , 赤ん坊 の 顔 を な が

め るよう な調子で
,

毎日 それ を見 なが らや っ て い る わ け

で すね ｡
で すか ら こ

一
ん なも の は オ ー ト マ チ ッ ク に な る よ

う なも の で ほ な い わ け で す｡
ま た ,

そ の メ リ ッ ト が な い

ん です ｡ と い う の は 日 に 少 なく とも 2 慶,
3 度 と入 るわ

け で すね ｡ そ の と きに ,
3 0 秒 ネ ジ を ひね っ て 待 っ て い る

なん て こ と ほ問題 に な らず,
つ ま り配水管理労力が ネ ッ

ク に な っ て い る労働 で は な い ん で すね ｡ む し ろ せ ん 定と

か の ほうが た い へ ん な ん で すね ｡
そ うい う意味で

,
そ う

い うも の は オ
ー ト マ チ ッ ク軒こす る必要も ない し, また そ

の メ リ ッ トも な い
｡

そ れ か らも う 1 つ
, 露地 畑の 場合 で すね , ミ カ ン の = 歩

合は ,
こ れか らは 変わ っ てく ると 思い ますが , い まは 非

常に 収益が 高い もの で すか ら,
ス プリ ン ク ラ ー もた て っ

ば な しで も 1 年豊作が あれ ばもと が とれ ち ゃ う わ け です

ね
｡

と こ ろ が 露地 畑ほ そ うほ い か ない わ け で すよ｡ で す

か ら,
セ ッ トを か つ い で 回 し て い くわ けです｡ 豊川 あた

りの か な り富裕 な兵家 でも何 セ ッ トも持 っ て い なくて ,

移 して 歩く わ けで すね ｡ そう し ます と, 真夏 の 暑 い の に
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い ち い ち か つ い で行 き っ こ ない わけで すよ ｡

司会 わ か り ま した ｡ 要す るに 労働 時間で す れ 農民

の 労働時間を12 時間に して くれ とい う帯で すな｡

河井 そ れ は私 の と こ ろ でも同 じです｡

司会 河井 さ ん の と こ ろ で , そ れ以外に 何か あり ませ

ん か
｡

河井 実 は私 の と こ ろ の 幹線が , ち ょ う ど伊勢市 と松

坂の 中間に位置 し ます丘 陵地 の 中腹 を通 っ て い る わ けな

ん で す｡
で

, 国道が そ ば を走 っ て お りま して , 比較的便

荊 な よ うなと こ ろ で ど ざい ま すが
, 当時は 丘 陵地 で 道路

も何も な か っ た ｡ そ こ へ も っ て きて
, きれ い な宮川 の 水

が 中腹を 流れて , そ ば へ 巾50 メ ー ト ル の 道 路が で きま し

た ｡ そ うい う こ とで, エ辛 が終 わ りか けた こ ろ, ち ょ う

ど ど まん 中 へ ゴ ル フ場 が 造成 された の で すが, そ れに よ

っ て 人 の 出入 りが非常に ひ ん ば ん に な り ま した
｡

で
, 私

ち ょ う ど38 年どろ, そ こ の 幹線工 事が終わりか けま した

の で
, そ の 幹線の 中に

, 既存 の 池を 利用 した 調節池を つ

く つ て い た ん です｡
こ れが 調節上は 非常に 役に 立 ち ま し

て, 大体うまくやれ ばそ こ で 1 トン ぐらい の 水が調節で

きます の で, 管理上 は 非常に 便利 な ん です｡ と こ ろがた

ち まち ですね
,

そ う い っ た 山 の 中に 道路が で きた の で
,

また ,
ゴ ル フ 場が できた と い う こ とで, エ 事中iこ

, 観

光業者がそ の 池を 利用 した 観光施設を つ くりた い と,
こ

ういう帯が 出ま した の で
, 私 は農林省の ほうに お 願 い し

て, 少 なく とも こ の 池 の 集水面 漬だ けでも何 とか 水源か

ん養林 とか , そ うい っ た こ と で 買収 でき ない だ ろ う か

と｡ で
, 当時 の 価格が10 ア ー ル 当た り大体10 万 円ぐらい

だ っ た ん で す｡
で

,
そ この集 水面賛 が3 5 ヘ ク タ ー ル ある

ん で すが
,

そ の うち どう し ようもな い と こ ろ が あります

の で, 大体必要集水 面穂 と して は約20 ヘ ク タ ー ル ぐらい

だと｡ そ う します と 200 万円あれ ば 買収 で きる ｡ も しそ

れがで きなか っ た ら, 地 上権 の 設定 ぐらい しても ら っ た

らどうだ ろ う と,
こ うい う こ とを お 願い に あが っ た ん で

すが
, 予算がな い と ･ = ‥ ･

｡
そ こ で 私は 土地 改良区自体で

金を 出 して 買収 した い とい う こ とを ,

一 部の 理事 会, 委

員会に も申し 出た ん で すが, 農林省で さ へ で きない こ と

を, 金 の な い 土地改良区がそうい う必要ない じ ゃ ない か

とい う こ と で間題に されな か っ た わ けで す｡ と こ ろが
,

こ の幹線の 沿線, 大 体上 の ほうで すが, 住宅地の 計画が

あ りま して 8
,
0 00 戸 , それ か ら調節 池の 周辺に 約 200 戸

の 別荘 田地 の 造成が 始ま っ てお る ん です｡ 住宅団 地 の ほ

うは , そ の 汚水が流れない ように 処置を し ま し ょ う と,

水路 の危険防止, 道路の あ る程度の 維持も団地のIまうで

や りま■し ょ うとい う蕃を取り つ けま した けれども, 別荘

地紅 つ いて は, 絶対農業用水に 対 して 汚水が 入 らない よ

うに しなさ い とか , 危険防止 の 処置を し なさい とい う話

を昨年か ら して お り ますが
, 排水 の 持 っ て いく方法が非

常 に むずか しい｡
ばく大 な金 をか けれ ば何 とか なるで し

よ う けれ ども, むずか しい と … ･ ‥

｡
こ うい う問題で い ま

困 っ て い るわ けで す｡ これ はか なり時 日を要 して も解決

が つ か ない
. さ り とて そ れを とめ る 方法 は ない ｡

こ うい

う こ と で困 っ てお る ん ですが
,

こ れ らの 対策 と して
, 計

画当時, 将来地域 の 開発が 可能 で あるか どうか と いう こ

とを もう少 し検討 して いた だ きた い
｡ 計画施 エ の 段 階

で
, 地域 の 開発 性と いう こ と を十分加味さ れ て い る なら

ば, そう した 問題 は未然に 解決で き る ん じ ゃ な いか
｡

し

か も, 当時 の 金額に すれ ば 200 万もあれ ば解決 で きま し

た｡ そ うい っ た こ とで
, 今鋒の 問題 と して 御検討い た だ

きた い わ けです｡

そ れか ら頭 首工 も, 先}まど豊川 さ ん か らお吉 あり ま し

た が , い ま 観光地 に な り ま して
, 真 に なり ます と キ ャ ソ

プ の 人た ち が 集 ま っ て まい り ます｡
で

, 私の ほ うも, 地

元に 青を し ま した が, な か なか そ うもい き ませ ん の で,

I イ レ 等の 施設 は自分の ほうで 作り, ある程度防止を し

て い る んで す｡ そ れ でもか ん ずめ の あきか ん を 除 い た

り, また ボ
ー トで遊び ま す の で, 危険予防 とい う点で

も, 非常に 神経を使 っ た管理を してお るわ けな ん です｡

ま あそ う い っ た こ とで将来 の 観光, 都市化 の 可能性を十

分検討され る こ とが大事 か と, この ように 考えて お り ま

す｡

そ れ か らエ事上 の 問題 で少 し考 えて お るわ けで ど ざい

ますが, ゲ ー トとか, そ う い っ た メ
ー カ ー と の 問題で ど

ざい ます｡ こ れ は こう いう こ とを 言 っ て は差 しつ か える

か もわ か り ませ んが, サ ー ビス が悪う ど ざい ます｡ 昨年

土砂 ば きの ゲ ー トの 故障 が ど ざい ま して , メ ー カ ー に お

願 い した とこ ろ, 若 い人 が3 人 見えて 1 日 半か か っ て 修

理 し ま した ｡ ま あ 7 , 8 万円で で きる か なあと 思 っ た と

こ ろが
, 請求書を 見ま した と こ ろ が15 万円で び っ くり し

ま した ｡ あらた め て 交渉 して12 万 9 ,
0 0 0 円甘こ訂正 が ど ざ

い ま した ｡
そ うい っ た こ と で

, サ ー ビス が 悪い し,
べ ら

ぼうに 高い
｡

そ こ で 申 し上げた い の は
,

や は り こ う した
一 流 メ ー カ

ー に な り ます と, もう土地改良区 とは こ れか らは 何も 交

渉ない ん だ と｡ だ か ら少 し ぐらい 態度が 横柄で も, 高く

ともい い だ ろうとい う考 えで され るん じゃ ない か と, ま

あ これ は ひがみ か も しれ ませ ん けれども ‥ ･ …

｡ 工 事施 工

の と きに 業者と農林省 の 聞 で, 何か そ う した 今後の 維 持

補修 に つ い て の 約束を取 り つ けて いた だ いた ら助か る ん

じや な い で しよう か
｡ また, 官有 を し ま しても なか なか

きて くれない ｡ 見積 りなん か で も, 電話で 大体 の 状況を

聞い て 全額を は じき出す程度で, 非常に 無責任な憤慨 に

た えない 事柄が多う ど ぎい ます の で
, 施エ の 段階で大 き

い と こ ろ で協約 を して いた だい て, そ れ に基づ いて
, 今

後の 処置 に つ い て は農政 局さ ん の ほうか ら連絡 して い た

だく, こう い っ た ように して いた だけれ ば, そ う い っ た

弊辛が なく なる ん じや ない か と, 考 えます｡
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また
, 水量計等に つ き ま して も,

1 3 地区の 主要 分水 ロ

に水量計 を つ けて い た だ きま した が , 実際機能 を発揮 し

て お りま すの は 2 カ所 しか ないわ けです｡ た と えばそ の

分水 ロ に 清流 して な け れば動 か な い と か , ある い は ごみ

がすぐ引 っ か か っ て しま っ て用 を な さ な い と か
｡

また
,

分水 ロの す ぐそ ばに 壁が ど ざい ま して
,

一 部 濁流す る た

め に で きない と
,

そ うい っ た 設置場所 に 原因す る こ とが

多 い ようで す｡
せ っ かく 高い 金で つ けて い た だ いた 水量

計は
, わ ずか 3 カ所 , あ との 1 0 カ所 は もう じ ゃ ま に な り

ますか ら, ほ ず して 倉庫に し ま っ て い る とい う ような状

態で ど ざい ます｡ まあそ の ような こ とか ら考 え ます と ,

先ほ ど申 し ま した 処置を お考 え い た だく べ きで は な か ろ

うか と, そ の よう-こ考え て お り ます｡

それか ら 1 号幹線は 全部定型の 水路で ど ざい ます が,

何か コ ン ク リ ー ト ライ ニ ソ グの 厚 さに 問題が あ るん じ ゃ

な か ろうか と思い ますが
, 切 り土の 部分は 何 とも ど ざい

ませ ん が
, 盛 り土 の 部分ほ ぼ つ ぼ つ 亀裂が 入 っ て ま い り

ま した
｡ だ ん だ ん そ の 亀 裂か ら漏水を す る こ とむこ よ っ て ,

ます ますそ れが ひ どく な るん じ ゃ なか ろ うか と, 心配 し

て お り ます｡
コ ソ ク リ ー ト ライ ニ ソ グの 厚さ , もち ろ ん

転圧は 十分 されて い る と患い ますが
,

そ うい っ た こ とも

今後十分検計 され る必要が あ るん じ ゃ な か ろ うか と ,
こ

の ように 考え て お り ます｡

そ れか らもう 1 つ
,

ス ク リ ー

ン の 位置 の 検討の 問題 で

ご ざい ますが , 先Iまどもち よ っ とお 吉 ど ざい ま した けれ

ども, 最近の 水路は 非常に ごみ が多う ご ざい ますの で
,

普通の と こ ろで す と どみ の 処置は で きます けれ ども, サ

イ フ ォ ン の 入 り 口 の そはで 非常に流 速が ど ざ い ま す の

で
, とて も危険で取 る方法 が ど ざい ませ ん

｡
そう した 場

合, 場所 に よ っ て 2 圭一こす る とか
, ある い は ち よ っ とず

らすと か
, そ うい っ た こ まか い こ と です けれ ども, 御検

討い た だ い た らどうか と, こ の よう に考 え て お り ます ｡

大 体以上 で ど ざい ます ｡

永井 どみ の 話セすが れ 沈砂 池と いう施設 はだ い ぶ

先輩が考 えられて で きて い るわ けですが ね
｡

や は り どみ

を取 る に も専門の 場所 と い うもの を つ く る べ きだ と 即 ､

ます｡

河井 私ども沈砂 池が全 然 どざい ませ ん
｡

そ れ で毎年

1 回土砂 の 排除をす る ん です が, だ ん だ んそ れが ひ どく

な りま して
, や は り沈砂池も適 当な個所 へ つ け て い た だ

く と い う こ と が必要 じ ゃ な い か と思い ますが … ‥ ･

｡

石 塀 国が 直轄管 理す る地 区が ど ざい ま して, 大蔵 に

予 算を要 求 し ます腰 階で 非常に 多く 出てく る の は, どう

も部品が す ぐに なく な っ て し まう とい う こ と ｡ どうも技

術革新 - と言え るの か で うか わ か りませ ん が -

と い

うの は 金の か か る もの で は な か ろうか
｡

た とえ ば ま だ施

設全体, 機械全体 と して は 有効に 働き得 るの で すが
,

一

部の わ ずか な部品 だ け が だ め に な る ｡ そ して メ
ー

カ
ー に

聞きますと, もうそ れは つ く っ て お り ませ ん と言う｡ 若

局機械全体の 東 新が必要 と な る場 合もあ り ま して こ の 要

求を とお すの-こ大変苦労 し ます｡

そ れか らち よ っ と した こ とで 手当て して もらえ るん じ

ゃ ない か と思い ますが , た と えば湖水に 監視用 の ボ ー ト

が あるん で す｡ そ こ へ お りて 行くの に ロ ー プを伝 わ っ て

が けをお りて い き ます｡ い ま ど ろに なり ま して, 階段を

何 とか して つ く っ て も らえ な いか ｡ あぶ なくて し ようが

あり ませ ん とか … ‥ ･

｡
そ ん な若 です とか, 道路の 簡単な

舗装 です とか 管理段階 で 100 万単位とい･う話に な り ます

と,
こ れ はた い へ ん な話 です が

, 建設段階 の 100 万で す

と ,
これ はもう ほ ん とう に わ ずか な話だ ろう と思うん で

すね ｡ 要 は , 建設段階 で管理上 必 要 な施設に つ い て きめ

細く整備 して お い ても らう と いう こ とが まづ 非常iこ大事

な こ とだ ろ うと 思い ます｡

永井 私 ども の 須 田 只ダ ム か ら矢木沢 ダ ム まで の 聞 は

専用道 路な ん ですね え｡
これ は工 事用道路 で つ く っ た ん

で すが , 道路構 造令が 適合 して い ないわ けです｡ で , 水

上 町に 引き取 っ てくれ と言 っ た ら, 構造例に 合 っ て い な

い か らも らえ な い と い うわ けです｡ そ の 間 の 除雪だ けで■

年 間2
,
00 0 万 ぐらい かか る ん です｡ 補修費だ っ て約1

, 0 0¢

万ぐらいか か る ん です｡ そ う いう重荷が ある ん で す ね

え｡
です か らや は り安全管理 上 の 問題か らも, 管理道路

が どうせ 地域 の た め の 道路に なる ん で しようか ら, や は

りそ ういう配慮 の も とに つ く られ る｡
で

,
できた ら地方

自治体 の ほう で め ん どうをみ ても らう とい う よ うにす る

べ き じ ゃ ないか と思い ますね ｡ で すか ら天下に 通用す る

も の を つ く らな い と ぐあい が 悪 い ん ですね ｡

河井 私 ども の ほう は, 管理道路 は水路に 全然く っ つ

い てい な い と こ ろ は ,

一

応管理道路 であ ると｡ と こ ろが

水路 の 盛 り土 の 部分匠 つ い て は, こ れ は施設で あ る｡ だ

か ら町村路線認定 は で きない んだ と, こ う いう こ とで ,

そ の 路線 が 非常に多 い わ けです よ ｡
で

, 早乙 女 さ んに 言

わ れ ま した とお り 3 メ ー トル50 です の で , もち ろん 道路

の 形態 と して は ち よ っ と まず い ん です けれ ども,
フ ェ ン

ス が つ い て お ります けれ ども高 さが 低い も の で すか ら,

道路 は年々 土を 置 いて 高く なり ます｡
フ ェ ン ス はだ ん だ

ん低く な る ｡
で

, 危険防止 の た めに 地元か ら非常-こや か

ま しく言 われ て お る ん ですが, そ うい っ た 点で
, 始め か

ら舗装 した はう がか え っ て 鮭持費が 安 い ですね え｡ 私 の

と こ ろも道路費が , ほ ん と う は予算決算に は, 道路費を

あまり 出す と総代会で 否決 されま すの で, 年間20 万円 ぐ

らい甘こ置 い て お る わ けです｡ とこ ろが実際 は年間 150 万

円 ぐらい の 維持費が か か り ます｡ 道路だ け考 え ま し て

も, 始 め か ら少 し金 をか けても ら っ て 舗装 して もら えば ,

維 持管理費 は だ いぶ 助か るわ けな ん です けれ ども … …

,

石 塀 国営の 直増車業 の 地区 で , 全部 で用排水路が6 , 8 0()

キ ロ ぐ らい です ｡
で

,
こ の 間防護 さくの 設置を 何 とか事

ー
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業 化 し よう じ ゃ ないか と い う こ と で調査 し ま した ら , 市

輯 化区域 内に 入 り込ん で い るも の
, あ るい は市梼化 区域

以外だ けれ ども, 人が 通 るん で あぶ ない と , 要設置個所 ,

そ れを管理団体か ら要 望を と り ま した ら, 大体 35 0 キ ロ

ぐらい 出て い るん で す れ 地方公共 団体が負担す る よう

な形で 事業化 した い と思 っ て い ますが ･ ･ … ･

｡ と申 します

の 札 最近ばか に 人身事 故が 多い わ け で すね え
｡ あれは

管理者も, それか ら まあ国営施設で す と設置 した の は 国

で あり, 所有者が国で あ る とい う こ とで, 管理者 と国が

相手 どられ て訴訟が 起きて い るの が 数件 ご ざい ま す｡

司会 ま あい ま まで こ うい う点を も っ とや れ とい うお

話が 出て お り ますが
,

こ れ は む だ だ とい うお 話は ど ざい

ませ ん か ｡

永井 さ っ き自動化の 詰が 出ま した け れ ど ね
, 電算

機, そ れぞれ の 部門が い ま反 省期に 入 っ て お り ます｡

司会 そ う で しょ うね ｡ や た らに どこ で も電算電算 と

い うの は 少 し問題 が ある よ うな気が しますね ｡

永井 管理 と いう の は野蛮 な用 い方紅 耐 え るも の で な

けれ ば い けない という こ と ですね ｡ あん ま り ナ
ー バ ス な

も の です と や っ ぱ り ぐあいが 悪 い ｡ そ れか ら, や た らそ

うい う施設 をや らない でも, もう少 しア ビオ ゲ ー トみ た

い なも の を使 うとか, 情報 の 伝達を す る ような施設に す

る とか ね
｡

そ うい う こ と でもう ち よ っ と考 え る と ｡ 技術

の 力の 入 れ方, 場所に つ い て
, もう ち よ っ と真剣に 考 え

な けれ ば い けな い と こ ろ が ありますね ｡

太田 そ れか ら広域管 理の こ と ですがね
, 土地改良区

の
｡ 公 団 さん の ほ うは別 の こ と ですが ,

一 般的に は土地

改良区が, 非常に小型 なの が 多過 ぎますね ｡
こ れ は, た

とえば犬山の 凍 首エ か らや っ て い る2 つ の 土 地 改 良 区

払 あれは 一 緒に した っ て い い ん だ と い う感 じがす る ん

で すが … ･ ‥

｡ 小 さい ほ ど管理 体制 は で きませ んか ら｡ そ

うい う意味で 私は 土地 管理体制を確立 する た め に は大 き

く しな ければ い けな い ｡ 合併 した ほ うがい い ん だ と , ま

あた い へ ん むず か しい こ とで は ある と 思う ん ですが ｡

早乙 女 私 どもの ほ うで 申 し上 げて お きた い こ とは,

上 水なん か は い わ ゆる広域水道 , 要す るに 市町村 の 行政

区域を越 える と い う
▲

こ とで
, 非常に広域化が 進展 して い

るb そ れか ら工業用水 も,
い わ ゆる

一 部事務組合 を は じ

め とする い ろ い ろな企業 団営と か あ ります が,
これも約

半分 ぐらい, 5 0 % 近い 率で ご ざい ますが
, 県営工業用水

濯が 入 っ て お り ます｡ とい う こ とで 広域化 と い う 問 題

は, こ れ はもう多目的な 水路の 場合は
, 農業用水 ももう

無縁で はい られな い と い う時代に 到達 した と い う考 え

で
,

い わ ゆる基幹的な 施設と言え る段階の もの に つ い て

は,

.
少 なく とも今後は 御配慮を して い た だ きた い とい う

お 願い 等を して いきた い と ,
こ う い うふ うに 考 えて お り

ま すi

太 田, 私 はもう 1 つ ･

, 木 曽川の 流域管理 ですが ね ｡ い

ま岩 畳 ダム を つ く り ます わね え｡ そ の 下Fこ今渡が ありま

しよう ｡ 今嵐 馬飼 を つ く り ますね え｡ 言う いも の の 管

理体制 がば らば らですわね ｡ そ れ を 1 本化す る こ とが で

きた ら, だ いぶ ん 水 の 融通が う まく いくん じ ゃ な い か
｡

それ に い ま の 愛知用水 の 奉れも含 め ま して ね ｡

早乙 女 今 度河川法の
一

部改正 に上 掟 され てきた ｢利

水者特別負担+ と,
い う 問題も上 が っ て きて お り ます.

最終 的に その 辺の 問題と の 接 点の 問題も解決 して い きま

せ ん と, い わ ゆ る総合運 営むこ基 づく コ ソ ト ロ ー ル の 携帯

とい う問題 帆 これは なか なか 慎重を要す る 問題が 多い

の で ど ざい ます｡ 重要 さを諷識 して お りますが , 検討段

階 と い う と こ ろ で す｡ 掛 こ木曽総合用水 に つ い て は そう

い う こ とが い え ます｡

岡本 水系
一 貫管理 と い うの は , 私自身 と して は い い

こ とだ と思うん で すけれども, た だ , 現在建設 省が進 め

よう と して い る ような 方向で の 水系 一 貫管理 に は ,

一 貫

管理, あ る い は 公益 とい う名で 既得の 農業水利 の 権益 を

侵 さ ない と い う こ とを , 強く主張す べ きで あ ると い う こ

と｡ そ れか らもう 1 つ は
, 水系

一

貫管理と い う か ら に

は
, 多目的 ダム の 発電用水の 規制な どを , 建 設省な り水

系 一 貫管理者は ち ゃ ん とお や りに な っ て下 さい とい う こ

とを 言い た い わ けですね ｡

司 会 太田 先生何か ど ざい ませ ん か
｡

太 田 い まの 公団 さん 以外の
,

一 般 の 農業 水利 の 管理

体制 とい うもの を こ れか らもう 少 しは っ き り して いく ｡

そ れか ら大規模化 とい うん で すが｡ そ う こ とを考 え る必

要が ある ん じ ゃ な いか なあとい う こ とを思い ます｡

永 井 先 ほ どの 河井 さん の
, メ

ー

カ
ー の サ

ー ビス の 話

ですが
,

ア フ タ ー サ ー ビス と いう こ とは 非常 に 大事 です

ね え｡ も しそ う い う こ とが どう して もだ め な らば, ひ と

つ 団体 を つ く っ て
,

そ う いう メ ソ テ ナ ソ ス を や る と こ ろ

はた く さ ん ある と 思い ますか ら
, 専門 の や つ を つ く っ て

も い い ん じ ゃ な い で しようか ね え｡

岡本 納入要件に た と えば こ の部品 は10 年間保存 し ろ

という よう なこ と は入 れ させ られない ん で すか ｡

永 井 た と えばう ち な んか ですね
,

リ レ ー なん か どん

どん変わ り ます の で
, 始 めの うち は 損耗がな い わ けで す

か ら, 実際すこ は い り ませ ん けれ ども, 必要 な もの と して

買 い 込 ん で ス ト ッ ク して お り ます｡ もうそ れ 3 年 ぐらい

や っ て い ます｡ そ れが また ネ ズ ミに 食われない ように
,

ち ゃ んと してお か なけれ ば い けない ん で
, そ れが た い へ

ん で す｡ ( 笑い)

司会 そ れで は長時 間どうも ありが とう ど･ ざ い ま し

た ｡

( 終わ り)
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わ か 国 の 農業水利 の 管理 の 現況 と 問題点
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は じ め に

従来わ が 国の 主要農業地 帯で あっ た 平野の 多く は 都市

化 が激 し い
｡ 農業地帯で あっ た 当時で は

, そ れ ら地域 の

水 は総 て農業用水 と考 え て よか っ た ｡ 農村集落で は 雑用

水 忙 農業用水 を使 っ て お り清浄 な水が 年中流れ て い る の

が 普通で あ っ た ｡ 稲作期間で なくて も河か ら水を引き地

域 の 住民 は雑用 に つ か っ て い た ｡

都市化 が急速 に進展 しほ じめ る と
, 今 まで 清流で あ っ

た農業用 水 の 中に工 場廃水や 都市下水が 流れ 込ん で 次第

に雑用 水 と し ても利用 で きなく なっ た ｡ 稲作期間で は ,

用水 の 流量 が 多い の で汚水ほ 薄 められ て は い るが
, 汚濁

むこよ る稲 の 減収, 土壌 汚染等農業生産力に 対す る マ イ ナ

ス の 影響 だ けで なく, カ ドミ ウ ム 米 の よ うな人間 の 健康

の 障害 や替 に水 の 中で作業す る長氏 にほ 汚水の 衛生上 の

問題 ほ重視 し なけれ ば ならなく な っ て い る ｡

さ ら に また水 の 汚濁は 広範 に生活環境を 悪化 させ て い

る
｡ 農村 地 帯に侵入 し た工 場 か ら の 廃水は 今 まで 監視 さ

れ る こ と が少 なく, 寛大 な中 で土 壌汚染や 生産の 低下が

目立 た な い うち に進行 し て い っ た ｡

内陸地 帯 の 工 場が 増 し人 口 が 急増 して い く地域 が 広範

に 出現 し, 臨海部に 大工 場が 増すと 共に 工 業用水や上 水

道 の 水を 確保 し なけ れ ば な らず,
そ の 将来の 需要は 莫大

な量 を見込 ん で
,

そ の 確保の た めに
, 水計画に 関係する

一 部 の 人 々 か ら従来か ら の 農業用水の 利用や 慣行水利権

へ の 強 い 批判 の 目が 向 け られ る よ うに な っ た
｡

水 田は どし どし漁れ て い る の に
, 農業用 水の 使い 方ほ

減 っ て い な い だ けで なくむ し ろ増 えて い る で は な い か と

の 非耗は , しか し, 現実 を知 ら ない 人 々 の た わ 言と で も

云 お うか ｡ 農地 は 計画的に 転用 され て い くの で は なく ,

各所 に 点 々 と漁れ て い る｡ 新都市計画法が 施行さ れ た と

は い え
,

こ れ も また ゲ ル 法の 炉か と 穿い たく な る現 状で

は なか ろ うか
, 農業水利施設の 現状は 各所 で 僅か づ つ 減

らす よ うな デ リ ケ
ー トの 流量 調節が で きる も の で ほ な

い
｡ ま た , 労働力が 着 る しく不足 す る農村 地帯で 農民 に

一
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_
●

3 . 農業水利組織と制度に つ い で … … … ･ ･ … … (4 0)

4 . 農業水利問題 一 般の 2 , 3 の 問題点 … … ‥ ･(4 1)

水の 節約を強い る こ とは で きない で あろ う｡

元来, わが 国で 稲作農業 が成 立 し発展 した 白魚的 背景

は 温暖多雨な モ ン ス ー ン ア ジア の 一 隅に ある こ と で , 水

豊か な わ が 国で 古来 か らた っ ぷ り水 を利用 して稲作 が行

わ れて きた の で あ る｡
こ れ を 無駄づ か い と云 うの は 当 っ

て い ない ｡ わ れ わ れ の 家 庭の 水道 の 使 い 方 を 見れ ば如何

に 無駄が 多 い か わ か る だ ろ う｡ こ れを 誰も無 駄使 い と云

っ て い ない の と同 じで あ る
｡

エ業 用水も同 じ こ と が 云わ

れ る｡ た だ 農業用水 と異る こ とは , 農業用水 で ほ 排水路

に 流下 した 水で も清水で あ るが 家庭廃水も工業廃水 も汚

水で あ る こ とで あ る｡ 下 水施設 が 殆ん どな い 地 帯で 汚水

の タ レ 流 しが 今 まで 放任 され て 来た の で あ る
｡

しか も工 業用水も上水 道も需要 は も っ と急 速に の ぴ る

と い う計画で あ る
｡ 上 水道も所 得水準が 上 が れ ば 1 人当

りの 需要量が 増加 す るだ ろ う と 云 う｡ 工業用水も よ り大

き な需要 を見込ん で い る ｡ 日 本の 平野と 沿岸 を 汚濁水 に

す る ような こ う した 水計画を 無批判に受 け入 れ る わ けに

もゆか な い し, 農業用水の 使い 方 を無 批判 に責 め る こ と

ほ 意味が な い だ ろ う｡

しか し農業は い ま急速F こか わ り , 新 しい 方 向づ けが行

わ れ て お り農業生産基盤は 広範 に 改良され つ つ ある｡ ま

た 農村社会も旧 来の 連帯性は失 わ れ て い っ た ｡ こ れ か ら

の 農業‡こ対 応す る水利用 の あ り方 は管理体制 と あわ せ 水

利施設に つ い て も新た な観点か らの 検討 は 早急 に進 めね

ば な らな い
｡

1 . 水管理 の 現 況

古い 水利慣行ほ 農業用水 が 足 りな い 時代 に 成立 した も

の で
, 水利の 改 良が 行わ れ た今 もそ れ に しばられ て い る

こ とに 意味が なく な っ て い る場 合が 少なく な い
｡ 現在 で

は 早天が 続い て もそ れ程 不足 しな い よ
.
うに な っ た

｡ それ

だ け余裕が で きた と もい え よ う｡

そ れ だ け に 水の 管 理も大 へ ん楽 に な っ て , 古 い 時代 の

苦 しか っ た 水利慣行もく ずれ , その こ と を気 にも しなく

な っ てい る ｡

一 般的に 云え ば水 利組 合は幹線水路 に い つ

も十分水を 況 して おく こ と が で きる の で各支線 で は勝手

-
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に 水 を 引い ていく だ け で
, 水 の 配分管理 にそ れ 程気 を つ

か う必要 が なく な っ て い る ｡ 支線 でもそ の 内部 で農家が

必要な時 に 水田 へ 水 を 引き入 れ , 毎日水 の 見廻 り をす る

程の 精兵家ほ 極め て 少なく な っ て い る ｡ こ う した水 に対

す るきび し さが 何故緩 和 され た の で あろ うか
｡

そ れを数

字 をあげて 説明す る こ と は で きな い が , 水源 か ら末端水

路 まで の 改良が 進展 した 結果 で あ る とい え よう｡

も う少 し具体的に 述 べ れ ば, 第
一

に 河川改修の 過程 を

通 じて 戟水地点 が合 口 され て い っ た こ とで ある｡ 特に 扇

状地河川 の 各所 で取水 して い た農業用水は
, 河川改修に

際し て多く は 扇頂附近 に合 口 され て い る
｡ 今 ま で 取水が

不安定 だ っ た用水 の 取入 ほ 確実 に な っ た の で ある｡
こ の

場 合, 合 口 した用水 で は 旧来 の 用水間 に上流優先 的な慣

行を各地 で残 して は い るが
, 上流支線で は

, 優 先権 を強

1 1) 手取平野の 農地整備- その 歴史的発展と現況の 展開の ため に一昭和

42 年 3 月 , 太田更
一 ･ 石川県

凡 例

- - 一 用 水地 区 堺

暖国〉干 魅地 区
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く主張す る必要 は な くな り つ つ ある ｡ 上流 部で は支 線水

路 の 断面を 必要以上 に 大きく して い る 場合が 多く , 過大

な分水が み られ , そ の 影響で下 流部の 分水が 不足 す るの

で ある｡ 第 二 に は 幹線水路が コ ン ク リ
ー ト水路に 改良 さ

れ
,

さ らに 支線水路の 改 良や , 圃場整備が 行わ れ , 末端

用水路 ま で ロ字溝 に な る と
,

い つ の 間 に か 下流支線の 用

水 不足も解 消し, 水利組合 の 水管理は た だ
一 定量 を幹線

に 流 して い る だ け で
,

誰も水不 足 の 苦情 を云 わ なく な っ

て い る ｡ 最近, 農民 が水 の 見廻 を しなく な っ た の は , 兼

業 農家が 増加 した こ と もある が
, 水 に対す る安心感が大

きく影響 して い る ように み え る
｡ 第 三 に は 渇水時 の 補給

に ダ ム の 貯水や 地 下水が 利用 され る 場合が 多く な っ て い

る こ とで あ る｡

数年前石 川県 の 手取平野 の 農業水利の 変化を 調査 した

が(1)
, 手取川両岸 の 農業用水配分に 大き い ア ン バ ラ ン ス

が あ り, 左岸 の 宮竹 用水 (約 2
,
4 0 0 Il a ) で は 右岸セ ケ用
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第1 図 手取川平地の 農業 水利系統
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水 ( 約 6
,
90 0b a ) の 強力な水 利権 と上流取水 に お ける水

の 管理権の 前に 長い 間水不足に なやみ蔵 け, その た め水

利組合 の 強力 な管理権 と積極的 な水利施設の 改良 (特 に

水路 の 改 良) に よ っ て水不足 を 克服 した 事例を 述 べ て み

た い
｡ (第 1 図参照)

手取川 山地 は豪 雪地帯 で春 に は豊 か な水量i こ恵 まれ る

が 流域面賛 が 小 さい ( 73 7k m
2

) の で 雪融が終 る 5 月下旬

か ら急に 水が 渦れ 真に は 流量に 乏 しい ｡ 手取扇状地右岸

は 上 流か ら宮樫用水以下 6 ケ用水が
, 左岸で は 宮竹用水

が , 個別に 取水 し て い た が ,
こ れ らは 洪水時 に 仮の 取 水

施設 が 破れ 負担も大 きく, さ らに 洪水 の た め 泳心 の 移動

に よ っ て取 水に は 絶えず不安が つ き まと っ て い た ｡ 渇水

時軒こは 各用水の 取 水は下 流ほ ど困難が 増 して い っ た が 最

上 流の 宮樫用水 で も例 外 で は な か っ た
｡

そ わ た め 徳川期

末に 宮樫用水で は 取水地点を さらに 上 流の 安定 した 地点

へ 移 して い る｡

こ こ の 合 口 は先 づ左岸宮竹用水 は上 流約100 0 m に 新 た

2 50

な取 水地 点を設 け, 明治33 年 ( 19 0 0) に 完成 し て い る

が , 右岸 7 ケ用水は さらiこ上流に 総て 合 口 して右岸 は左

岸 の 宮竹用水に 対 し優位 に た ち 明治3 6年 ( 19 0 3) に 完成

し た ｡ 右岸 7 ケ用水 の か ん が い 面 硬 6
,
7 9 9 b a に 対 し左

岸 宵竹 用水 は 1 , 7 6 5 b a ( 明治33 年) で あ るが ,
こ の 時確

定 した水 利権は 右岸 66 . 8 6 m
3

/ S に 対 し左岸宮竹用水は

9 . 7 4 m
3

/ S で ある ｡ 面 横 割合80 : 2 0 -こ対 し水利権割合 は

87 : 1 3 で 宮竹用水は下 流取水の 上 に 水利権 も不利 で あ っ

た
｡ しか も昭和40 年 でほ 官竹用水の か ん が い 両者 ほ2 , 3 9 7

b a に な り , 右岸と の 両横 割合ほ 75 : 2 5 に な り
一 層不均

衡 に な っ て い る ｡ 右岸 7 ケ用水の 水利権 66 . 8 6 m 3/ 8 は

か ん が い 面 積 6 , 9 1 7 b a に対 して は十分す ぎ る 程 で あ

る
｡

しか し雪融 の 出水が 終 る 5 月下旬以降に な る と手取

川流量ほ 急減 し早天が 続 く と 20 m
3

/ S に も下 が ると こ が

ある｡ 主 とし て 7 月下旬 か ら8 月上 旬に あらわ れ る , そ

の 状如ま第 2 図 の 如く で ある
｡

15 0

1 ∞

5 0

0

凡

例

6 ヶ 年平均流壬

〝 半句別平均流量 の 最低

〝

. 半句別 日長低流量

l
-
1

-

1
.

▼一■

-

-

一
■

l

′
一

一
‾

- 一
-

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1 1 月 12 月

弟2 国 手取 州半句別凍量 (昭 和3 4 年 ～ 3 9 年)

こ うし た渇水時 の 右岸, 左岸 の 対立 は 深刻で あっ た ｡

右岸 , 左岸 の 渇水時 の 取水協定 が無か っ た の で宮竹用水

で は右岸側 に い つ も用水 を分 け てくれ る ように 嘆廟 し て

か ろ う じて 用水 を 得て い た｡ 後 に ( 昭和 2 年) 永久的 な

取 水堰堤 が建設 され , 渇水時 の ロ ス は波 少 した が深刻 さ

に か わ りな い
｡ さ らに右 岸セ ケ用水で は 昭和 9 年 に取水

地 点附近の 落差 を 利用 した 白山発電所 と そ の 取 水嘔堤 が

つ く られ て 30 . 0 5 m
3/ s を 発電 に 利用 し, セ ケ用水に 還

元す る よう に な り渇水時は 堰境下流で は 全く手取川の 流

水 が 無く な っ て , 下流 七宮竹 用水の 取水 が で きなく なる

の で , 宮竹用水 へ 分水す る必要が 生 じ, 手取jlL床を 逆 ナ

イ フ ォ ソ で水路 ( 5 . 5 6 m 3/ S の 通水断面) が つ く られ は

じめ て 分水協定 が結ばれ た｡ しか しそ の 協定内容ほ 渇水

時 に は 水利権流量に よ っ て分水量を比例配分を 行う こ と

で宮竹用水 の 渇水時 の 取水量は きび し い もの であ っ た ｡

戦時中 か ら戦後 の 時期 に取水 と水路 の 改良が 行わ れ て い

2 5 0

2 00

15 0

1 ∝I

5 0

0

る ｡ しか し管 理権を 持 つ セケ 用水で は協定通 り に 宮竹用

水 へ 渇水時に 必ず しも分水 しな か っ た よ うで 昭和37 年 7

- 8 月 の 渇水時に は 深刻な 対立 が 起 っ て い る
｡

か んが い 水は
一 般的に ほ , 水源か らの 取 水か ら水田 ま

で網 の 目 の よう に張 り め ぐら され た 水路網を 通 じて 水田

へ 供給 さ れ る
, さ ら甘こ還 元 され 再度利用され 最後に 排水

河川 に 入 る ｡ 深刻な 用水不 足 の 宮竹用水 では
,

渇水時-こ

厳重 な 水管理 を 行 っ て い る ｡ 幹線 か らの 分水 に ほ 一 切 土

地改 良区の 管 理に お き水門の 鍵 ほ事務局 長以外に は ふれ

させ ず, 時間 外に鍵 を こ わ して開 い た易合に は そ の 後は

そ の支線 へ の 水 の 供 給を中止す る こ と と し, 支線内 で個

人の 水田 へ の 供給も部落貴任 者が行 ない 農民 には 手 をふ

れ させ ない
,

こ う した 方法 で 早魅 を 何回も 乗り切 っ て い

る ｡

一 方 昭和30 年頃か ら土水路 の 改良輔 装を ほ じめ ,

現在末端 まで 口字管 水路に な っ て お り, 用水の 不 足は着

る しく 緩和 して い る ｡ 1 0 a 当賦課 金は昭 和40 年宮竹用水
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1 , 4 10 円に対 しセ ケ用水 で は610 円に す ぎない
｡ 用水路等

の 改良 の た め の 資金 と し て借入 れ た残額ほ 昭和40 年で 官

竹用水 436
,
5 9 7 千 円に 対 し 3 倍余 の 受益面 積の あるセ ケ

用水 で 114 , 0 6 0 千 円と舛に す ぎない の で ある｡ 用水不足

の 青竹用水 で は地 区長民 の 総 力を あげ改良に 努力をか た

む けて来 た こ と がわ か る の で ある
｡

手取 扇状地 の 農業用水は 現在で は
,

こ うした 渇水時の

流丑補 給に 手取川支流大 日川 に流域両横 83 . 9 3 k m
2
を 持

ち , 有効貯水量 2 ,
3 9 0 万 m

〇 の 洪水調節 と発電を兼ね た

市場 黒 田

常
水
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上
沓

多目的 ダム が完成 し
, 宮竹用水とセ ケ用水■と の 水利権 の

再配 餅 2) と用水配分管理の 合理イ由ミ行わ れ
, 青 竹用水 の

用水不足 は 完全 に 解消 された
｡

さらに 岐阜 県で 揖斐川 扇状地 で 揖 斐川支流粕川 (流域

両横 1 12 k m
2

) の 扇頂で 昭和 6 年 に 合口 して い る粕川 -

ノ井 用水 に つ い て み よ う｡ 合 口堰堤 は左岸 ほ小 島用水が

取 水 し, 右岸 に 粕川 - ノ井用水 が取水 し て い る ( 第 3 図

参照) , 地区 内に全く別 に柏 ケ原 用水 (任意組合) が別に

取 水 して い た ｡
こ の 用水 の 受 益面茸酌ま 10 7 b a であ るが ,
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第 3 園 地 川 -

ノ 井 用 水 地 域

一

ノ井用水 の 中に細長く割入 ん だ形に み え る ｡ こ れ は ,

か つ て
_
こ こ が粕川 の 河床 で あ っ た時代 が あり, 河床が 移

動 した の で 開田 さ れ , 相川か ら別に 取水 し て い た も の

( 2) 帝大セケ用水43 ･ 甲 m 3/ 8 早竹 用水14 ･51 m
3/ s 計58 . 恥 管 理用水セ

ケ用水32 . 49 m
与
/ 5 宮竹用水10 . 5 0 m

3
/ s 計4 3 .9 8 m 3/ 5

野杉

畑砂

野
水

し
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嗅

野末下

+

ハ

之

井

･東

州

を, 僅か に水利権 を 得て合 口 し た もの で
, 用水は 着 る し

く 不足 し て い た ｡
- ノ井用水 の永田 は砂質 で渉透が 激 し

く , 下流部 は か つ て は
,

い つ も水不足 に なや み, 常習早

魅地 帯で あ っ た ｡ 幹線か ら分水す る支線の 分水自断面 も

きめ られ七お り て第
:

i 衰) 上流部支線で は有利な 断面 で

-
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策1 表 - ノ井 用水 支線の 面寮と分水 口 の 断面巾
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定 一 ノ井 用水組合 の 資料 に よ る ｡

あ るだ けで なく支線 へ の 分 水の 管 理権 は上流部 落が持 っ

て い た ｡ 特に 最上流で分 水する支線は 早魅 で下流 が如 何

に水 不足 で も自由に取水 で きる取 り きめ に な っ て い る ｡-

第2 表 叫 ノ井 用水の 香水の 基準 の 石 高と香水 時間
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と なる 石高
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水源が 渇水に なると三 段階 の 香水 ( 第2 衰) が 行 わ れ

る
｡

こ の 香水をきめ る基礎数字は 徳川期の 右高割で 表の

ように 石 高王00 石に つ き小者 ユ時間 , 大音 2 時間 の 配水

時間 と きめ られ て い る ｡ 従 っ て水源 に水 が不足 し は じめ

香水 が 行わ れる よう に なる と , 分水 口 が大 きい 支線 へ の

流入 は 大きく , 上流 の 分水 で は樋門 の 外に 自 由に流 入す

る 副樋が存 在 した う , 最上 流部の よ うに 用水 の 負担金も

支払わ ず, 自 如と取 入 れ の で きる場所す ら存在 して い る

の で, ア ン バ ラ ソ ス
'
は 解消 しない ｡ 従 っ て下流 部特 た沓

井 の よ うに 舟子, 段等 の 余水戸こ主 と して 依存す る地区,

取水 の 権利 の 少 ない 柏 ケ床用水 で は上弦 で分水の 管理権

を持 つ
, 舟子や 虜に 対 し て総て従 属的 立場 に た っ て い

た
｡ 昭和初 め地下水利用の ポ ン プが下流水 不足地 帯に13

ケ所稔揚水量 1 . 18 m
与

/ S が 据付けられ
, 最近 で は水路 は

末端 まで 殆ん ど コ ン ク ク
ー ト水路むこな っ た ｡ その た め ,

こ うした 慣習は 用水の確 保が確 実書こな り, 兵家 の 農業甘こ

対す る依存度が 低下 し現在 次第 に解消 し つ つ ある ｡ 現在

こ の 全域に 圃場整備が 計画 され 実施の 段階 に ある が
, 水
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絡 は分水 施設 ととも†こ全く改 め られ て し ま う｡
こ うした

慣行の 廃止 と共 に今 ま で別 な組合 で あ っ た拍 ケ原用水地

区も昭和46年か ら合併 して 圃場整備 が 同一計画 で行わ れ

る
｡ 水利 施設 の 改良と地下水 に よ る用水補給の 結呆で あ

る が
, す で に地下水利 用す ら必要 が なく な っ た地 区が 存

在 して い る
｡

こ の 二例 で 見 られ る よ うに水 不足 は 渇水時 に 緩和 され

る と , 水 管理は 放任 さ れ る よう に な る ｡ 上 流か ら下流 ま

で 一 定量 の 水が 流れて い る と支線 で ほ勝手 に取水 して お

り, 水 が い つ で も十分 に 流れ て い る の で農民は 不平を 云

わなく な っ た
｡

い らな い 水 は 排水路 に 流れ 去 っ て し ま

う｡ 無駄使い で ある と云 う人 もあろ う｡ 農 民の 努 力むこ よ

っ て水 利施設が 改善 さ れ水 が よく配分 され る よう に な っ

た の で あ る｡

しか し,
こ れ は , 愛知用水 の よう に水源 か ら始 ま っ て

新た に 水路網を つ く り, 配 給す る新 た に 生 み 出し た高価

な水 とは 大分性格が ち が う ように み える
｡

宮竹用水や
一 ノ井用水で は 若 し水 の 管理 を よ り合理化

す る こ とに よ っ て水 の 余裕 が生 ずる な らば, 彼等 の 手 で

こ れを 上水道や 工業 用水 へ まわ して もは ばか る こ と ほ な

か ろう｡

一 方で 上水 道や 工業 用水の 需要が 増加す ると き

こ の 余裕 の 水をふ り向ける･ こ と は む しろ好 ま しい こ と で

あ る｡

もち ろ ん
, 水 に 余裕 が生 じ管理 が ル ー ズに なっ た こ と

l･まほ め る こ と で は ない か ら, 無駄 の ない 水 の 使 い 方は必

要で ある ｡ そ の た め に は
, 余計 な手間 をか けず に 無駄 の

な い 水の 配分 が で きる よ うな施設 が必要 で ある
｡ 現在 の

水利施設 に は こ う した 工夫 が全く な さ れ て い な い の み な

らず, 設計 者は配 分管理 の 合理化 は頭 に い れ て い な い の

で あ る
｡

2 . 都市化の 中の 農業水利

さきに も少 しふ れ た が , 都 市化地域 の 中で 農業用水 は

全く混乱 して し ま っ て い る ｡ 汚水の 流入 ,
ゴ ミの 投 棄の

た め , 用排水施設の 機能を 正常 に働 か す こ と は絶望 的で

あ る｡ 人手不足 の 折に 従 前の 何倍 もの 人と金 を つ か っ て

もう まく行か ない の で あ る
｡

た しか に
, 農地の 転用が 進ん で , 水 田 は滅 少 して い る

に ち が い な い
｡ そ の 状況は 木曽川で 犬山の 濃尾用水 頭首

工 で 取水す■る羽島, 木津, 宮田 の 三 用水に つ い て は第 3

表の 如くで あ る｡
い ずれ も受 益両横 は こ の 7 年間に 急速

に 減少 して い る こ とが わ か る ｡ 計画時 点で は そ れ ぞ れ

17 5 2 . 7 b a
,

5 5 1 6 . 6 h a
, 1 2 , 5 7 1 . 1 b a で ある か ら減 少ほ

一

層 ひ どい
｡

こ れ らは 工場 や 住宅が 分散立地 した た め に
,

どの 用水で も支線 へ の 分水を 制限す るわ けに は ゆ か な

い
｡ 用排兼用の 部分は 汚濁 し, 掛 こ 非か ん が い 期 は 全く
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どぶ 川 に な っ て い る
｡ 生活環境 の 維持 の ため に は 非か ん

が い 期 にも適 当に取水 し水路に 水 を流す こ とが 必要で あ

る｡ ま た住宅 や工 場そ の 他 の 事業所か ら排水 され る汚水

に は厳重 な監視 が必要 で あり
,

下水 の 早急な 整備が 望 ま

れ る の で ある
｡

特に ゴ ミ の 流下に は 悩 まされ てお
‾
り, 宮 田用水 では 上

流幹線 に除塵機 を取 り つ け て い た｡ しか し,
ゴ ミは 工 場

等か ら深夜大量に トラ ッ ク で運 び痛か ら棄て る の で ,
ス

タ タ
ー ン に 引か か っ て 堪上 げ られ 氾濫す る こ とも少くな

く な い ｡ こ うし た犯罪行為 は 地域 ぐる み で目 を つ けて い

な けれ ば ならな い
｡

取水量ほ 年 に よ っ て 差 が ある が , 昭和40 年 の 取水量を

100 とす ればや や増加 し て い る｡
こ の値 を受益両横 で割

れ ば全期間 の 粗用水量は 相 当大 きい 値 と な る ｡
こ れ に 有

効雨量 を加 え る と総需要量 の 水深 換算値 と な る ｡ 第 3 表

で 3 つ の 用水 を比 較し て み る と , 狙用水量 で , 羽島用水

と宮 田 用水 で は ほ ぼ 同 じ程度 の200 0 ～ 2 4 0 0 n m 程度 に な

る が
, 木津用水 で は350 0 ～ 4 0 0 0 I n m と極 め て大 きい 値 に

な る ｡

( 3) 未公表 で ある｡

( 4) 都市圏内の 土地改良区 昭和43 . 44 年 愛知 県
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何故木津用水 が こ の よう甘こ大 きい 値と なるか は ,
つ き

つ め て 検討 しにく い が
,

一 つ に は管理体制に ある こ と と

思わ れる
｡ 羽島用水 と宮 田 用水 に つ い ても こ の値は 必ず

しも小 さい と は考 え られ な い
｡ 2 0 b a は か りの パ イ プ ラ

イ ン モ デ ル 圃場 ( 宮 田用水地区内の 稲 沢市片原 一 色) で

実験 して い る 中間 デ ー タ川 でほ 昭和46 年の 稲作期間 で約

600 ～ 7 0 0 m m で 十分で あ っ た ｡ 宮田 用水の 粗 用水量 の %

程度で あ る
｡ 宮田 用水で 先年支線 へ の 流入量 を調査 した

結果むこ よる と , 上 流部の 2 - 3 の 支線 へ は推定 必要量 の

2 倍 を こ え る量 が流 入 して い る 反 面下流 の 支 線 で ほ 香

水(4〉 して お り, 水は 不足 が ち で あ る
｡ 宮田 用水で ほ 支線

の 或 る部分 ま では 水 の 配分は 直接土地改良区が 行 っ て い

るが , 水路施設が 不衛で あ るの で 管理が 思う よう に で き

ない ｡ 幹線も支線内 でも水路か らの 小分水孔が 極め て 多

い の が ( 第 4 図) こ こ の 特徴で , こ の 図の よ うに 無数の

土管か ら農民 が分水 して お り
,

そ の 一 つ
一

つ を見廻れ な

い の で
, 水は 必要 が なくて も, 開放 され た ま ま洗 出して

い る こ と が 少なく な い
｡

宮 田 用水 の 幹線 は 用排兼用 の 部分が 多く,
また 市綺地

を通 る部分も 多い ｡ 市綺地 が拡大 され , 汚水,
ゴ ミが 多

く, 水路底 の 土砂 ,
ヘ ドロ ,

ゴ ミ の 取除きだ けで も大 へ

7 こ
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ん な手間と金が か か る の で ある｡ 主要地点の 分水管理は

近くの 集落か ら臥 守 ( イ ク モ リ) と い う, 樋門の 管理を

行 な う人を 雇 っ て い る ｡ 従前は本人守は 分水管理も行き と

どき監視も兼ね て い た が
, 今 では 十分 な管理もで き な く

な っ て い る ｡

羽島用水 は地 区の 用水だ けで なく排水路の 管理も行 っ

て い る ｡ 排水路の 末端 に は長 良川 へ の 排水 ポ ン プ湯 があ

り, 都市化の 激 しい 地 区内の 都 市の 住 宅や工 場 の 排水が

湿 っ て 長良川の 汚濁の 原 田に な っ て い る
｡ 従 っ て零細 な

市稗地 の 居住者か ら面 繚割で 経常賦課金 を , 最近 で は市

町村 に 徴収依顧す るの で なく, 直接に 徴収 して い る ｡ 組

合員数ほ 昭和4 6 年末で1 5 , 6 2 0 人と 前年末か ら 1 , 73 0 人も

増加 してお り徴収事務に 人手が い るの で あ る｡ 人口 が 増

加 し住宅や 工 場 が増加す る程, 細分 され て 組合員は 増加

し, 汚水も ゴ ミも増 し, 土地改良区 の 負担は 増 し て い

る ｡
こ の 地 区ほ 各努原市 , 岐阜市, 羽島市 の 一部 と笠松

町, 岐南 町, 柳津 町で い ずれ も都市化傾向 の 大きい 地区

で あ る｡ 地 区の 用 水受 益両横 は 1 , 5 8 4 b a で あるが 排水

管 理を 行 っ て い る の で 地 区総画者 3 , 25 0 b a に 経常経費

を賦課 して い る の で ある｡ 昭和4 7年度 の 経常賦課金むま用

排水の 両 方に鹿課す る地 区は10 a 当 2 , 5 0 0 円, 排水 の み

の 土地 は 1
,
3 0 0 円で

, 水 田以外 はそ の 単願 で ある｡

土地改 良法 の 立前だ け で み る 限 り,
こ う した土地 改良

区の 賦課 の しか た は矛盾 して い る よ うで ある が , こ の 土

地 改良区が 昭和4 年に 羽 島用水 が建設 され て か ら始 ま っ

た もの て 当時は 羽島用水普通 水利組 合で あ り, さ らに 排

水 に つ い て は別 の 組合 で あ っ た ｡ 現在 で は 羽島用水土 地

改良区は こ れ らを あわ せ て 水管理の 事業 を 実質的に 行 っ

て い るの で あ る｡ しか もそ れが 3 市,
3 町に 亘 っ た 区域

で あ る｡ 農林省 の 行政指導は 土地 改良法の 立 前か ら ⊥ 歩

も出られ ない 全く窮屈なもの で ,
こ の 土地 改良区の よう

に 地区全体の 排水の 管理を 行 っ てい る場合に は そ の 立 前

か ら逸脱す るの であ る
｡

こ う し た総合的 な排水管理は 市

町村 が行 うこ と で あろ うが, 関係市 町村 で は全く援助す

らせ ず, む しろ 農業 者の 水管理 団体 で ある こ の 土地改良

区に 全面的に 依存 し負担を か け て い る と い う変則 的な こ

とに な っ て い るの で あ る｡ 都市下 水もエ場 廃水 も土地改

良区が管 理する 排水路 へ 出 し っ ば な しで ある｡ さ らに こ

の 廃水路 に は ゴ ミも 汚物も棄て られ生活環境 は著 る しく

悪化 し て い く の で ある｡

た しか に
, 濃尾用水か ら取水 する 羽 島, 木津, 宮 田 の

三 用水 の そ れ ぞれ の 用水 内の 水配分管理に ほ問題 が ない

で ほ ない
｡ 土地改良 区の 用水管理ほ 渇水時, 長期無降雨

の 場合 でも十分に 末端 ま で配水 でき る こ と で
, そ の こ と

ほ
,

い つ も十 分 に水が あれ ば よ い の で ある｡ 必 要最小限

の 水 で配水す るに は, 施設の 全面的改良が 必 要 で あり,

そ れ に よ っ て余裕が でき る なら ば, 他 へ 無償 でふ り向け

る こ と が当然 で ある と云 う よう な態度 セあれ ば
,

上の 場

合 にも 農民 の 負担 で都市用水を農業用水の 中か ら生み だ

して , そ れ を頼 り上 げる こ と で ある｡ こ の よ うな対立 的

思想の 中か らは よい 結果ほ 生 まれ るもの で ほ な か ろ う｡

元来, 都市 ほ都市的生 活環境 を自 ら の 手 で つ く り 出す

こ と で , 農村 を破壊 し, 地域全 体 の 環境 を悪化 し破壊す

る よ うな
,

無秩序 な土地利用の 姿 で都市化を 進展 され る

べ き で ほ な い だ ろ う ｡ 都市化 の 中で か も し 出 さ れ る農村

環境 の 悪化 に は
, も ち ろ ん地域住民 で ある農民 の 無定 見

と自分 だ け の 利益 だ け を追求す る ( 土地値上 りだ け を) ･

無責任 さに もある こ と を 忘れ て ほ な らな い
｡

都市化する 地域 内の 農業 水利 問題 は ｢ 農業+ を は ずし

た ｢ 水利問題+ と し て地 域の 土 地 利用の 現況の 反省 の 上

に た っ て
, 地 域住民 が 事の 重大 さを 認識する こ と か ら始

め
, 地 域住民が 地域 の 将 来の た め に真 剣に な っ て 取組む

べ き重要課題で あ る
｡ 行政の 縄張 りを 超え て

, 広域 に 取

組. まね ば な ら な い
｡

農業 の 問題 と し て特に 考 え る こ とは 農業用水の 汚濁の

問題 に 対す る取組 みか た で ある｡ 汚濁水が 水稲生産に 及

ぼ す悪影響だ け で なく,
そ の 前 に 農民 が 汚水 の 中 で 農作

業 を行 なわ ね ば ならな い こ と で ある
｡ 農民 の 健康 と衛生

を第一に考 え る こ と で ある
｡ 海水 浴場 の 水質 を参考 に再

検 討す べ き こ と で ある｡

3 . 兼業水利組織と 制度に つ い て

土 地改良法は耕 地整理 法か らの 戦後の 展 開で あ る｡ 元

来土 地改良事業 一 主と して 工事 の 実 施の た め の 制

度 で あ る
｡

そ の 制度の 基 底に は 水管理 体制 の 問題は 含 ま

れ て い な い
｡ 水管理に 関する基 本的考 え 方は 全く述 べ ら

れ て い な い の で あ る
｡

農業用水の 管理を 土地改良法の 規定の 中で 考 え る こ と

が す でに 誤で あ る｡ た しか に 第 二 粂第2 項第一号に 管理

なる言葉は 存在 し, ま た第56 条 ～ 弟57 粂 の こ の 間に や や

具体 的に 述 べ られ ては い る｡ しか し水管理 の 基本 を こ の

法律 の 体系に 求 め る こ と は無理 で ある｡

水 利の 問題 は 用水排水 を含 め て地域 性が あり, さ らに

現在 で ほ多 目的に , ま た 用排水路 の 汚濁防止 を地域 の 環

境問題と して取組 まね
■
ば な らな い の で ある ｡

法律制 度に つ い て は私 は 門外漢 で , こ う した こ と を論

ずる 立場 で は な い が
,

一 応水 管理制度に 関す る経過 だ け

を 述 べ て み た い
｡ 水管理 の 制 度と して の 初 め は 明治13 年

(18 8 0) , 大政官布告第18 号の ｢ 区町村会法+ 第8 粂 の 水

利 土功会 で ある
｡

こ の 希 告は 町村 制の 一 環 と して 制定さ

れ た もの で ある
｡ 第8 条ほ ｢水利土功 (公共i 水利土功

ニ シ テ全町村 ノ 幾分 ノ ミ其利 害 二 関係 ス ル モ ノ又 ハ 利害

二 関係ナ キモ 従 来組合等 ノ 慣行 ス ル モ ノ) ノ 為 メ町村会

ノ 決議ヲ 以 テ其 関係ア ル 人民 若 ク ハ 町村 ノ集会ヲ 要 ス ル

■阜 キ
ハ 其地方 ノ 便宜 二 従 ヒ 規正 ヲ設 ケ府知事, 県令 ノ裁

定 ヲ 受ク ベ ン+ と ある ように 水利秩序を維 持す る組織と

-
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し て の ｢ 水利土功会+ は 町村自治と同 じた て まえで 実施

さ れ て い る｡ 当時主 な水利 団体 は こ れ に よ っ て水利主功

会 を組織 した｡ 明治21 年 ( 18 8 8 ) に 市制, 町村融が公布

され, 水利組織 は独立 して ｢水利組合条例+ が 明治カ 年

( 18 9 0) に公布 され
, 水利土功会 は こ れに 基 い て

, 普通

水利組合に 組織が えが 行 われ る ｡ こ の 条例 は 明 治41 年

( 19 0 8) に 水利組合法 の 制定に よ っ てか わ る が
, 土地改

良法の 制定と水利組合法の 廃 止 まで , 水管理 制度と して

続い た
｡

明治23 年の 水利組合条例の 主な 内容 は 第 1 条で ｢ 府県

税又 ハ 郡費ノ 支弁 二 属 セ ザ ル 水利土 功 二 関 ス ル 事業 ニ シ

テ其 ノ利 害関係ノ 区域 , 市町村 ノ区域 卜符号 セ ザ ル モ ノ

又 ハ 符 号ス ル ト 躯,
二 市町村 以上 二 渉 ル モ ノ ニ シ テ 特別

ノ事情 二 依 り市町村 若 ハ 町村組合 ノ 事業 ト ナ ス コ ト ヲ得

プ ル モ ノ ア ル 場合 二 於 テ ハ 此の 法律 ニ ヨ リ水利組合ヲ 設

立ス ル コ トヲ 得+ とあ り, 水利組合設立の 主旨が 述 べ ら

れて い る ｡ 水利組合 に ほ ｢ 普通水利 組合+ と ｢水 害予防

組合+ の 2 奄 叛 と し( 第 二 粂) , 普通水利組合ほ ｢ 用悪水

等専 ラ土 地保護 三 関 ス ル 事業 ノ 為設立
.

ス ル+ (第 三 条) も

の と し , 普通水利組合ほ ｢ 組合事業 ノ為利益 ヲ受 ク ル 土

地 ヲ以 テ区域 † シ兵 士地所有者 ヲ以 テ組合員 トス 但旧

慣 ア ル モ ノ ハ 共 旧慣 ニ ヨ リ区域 ヲ画 ス ル コ ト ヲ得+ ( 第

七粂) と した ｡ 水害予防組合は 明治41 年に ｢ 水害予防組

合法+ と して 分離 し水利組合法で ほ 普通水利組合 だ け の

汝律と な る｡

普通水利組 合i 主上 記の ように 土 地所 有者が組合 員と な

る ｡ そ の 費用は ｢ 土 地土 賦課+ ( 第三 十五 条) しそ の 運

営は 市町村 の 区域 で あ る場 合に ほ 市町村長 が 管理 し
, 数

力町村に 亘 ると きは 郡長か 市町村長の うち
一 人が 管理者

と な る こ とに な っ て い た ｡ 組合の 議決運営 に は 組合員か

:ら選挙 し た組合会議負 に よ る組合会が 行う こ とに な っ て

い た ( 第十九条, 第 二 十条) が 管理者の 権限が 強い 官僚

機構で あ っ た
｡

しか し, こ こ でほ ｢ 組合事業 ニ ヨ ツ テ利益 ヲ受 ケ ル土
地+ カ;対象セ あり, 農地 と い う制限は なか っ た

｡ そ こ中こ

ある用水 を農村集落が 利用す る こ と は 当然 で あ り, 排水

施設に 上 っ て 利益を 得 る住宅等の 土地を 含む こ と も当然

で あ っ た ｡ 水利は 農業水利で は な く地域 の 水利で あ り,

受益者 は 農民 を含む 地域佳良で あ っ た ｡ 従 っ て用水 を非

か ん が い 期 に取水す る こ と は地域 で必 要 とすれ ば当然の

こ と と さ れ
, 多く の 水利組合 で は か ん が い 期 の 流量 をき

め て い た ｡

こ の 法律 が なく な り,
こ う した古くか らの 水利組合 は

総 て土地改良法 に基く組織に 変更 した が
,

そ れ と 同時に

用 水 の 利用 は土地改良法第 一 粂第 1 項 の 目的 だ 郎こ制限

され る ような窮屈 な こ とに な っ て し ま っ た ｡ 水利組合の

水 管理 は い わ ゆる土地改良事業を 行 なうた め の 組織 では

な く
, 地域 の 水利の 総合的利用 の 発展を 図 る こ と が 立 前

で あ るか ら, それに ふ さ わ しい 組織 で ある べ きだ ろ う｡

土地改良法 を改正 す る こ と で なく当然そ れ に 催す る制度

を つ く る こ とが 必 要 であ る
｡ そ れ が大 へ ん手 おくれ で あ

るに し ても｡

水利 の 問題ほ 河川法 の 管理権に も 関連す るが
, 現在の

行政権限 の 問題 で な く都市化 し つ つ ある多く の 地域 で起

っ て い る土地利 用の 混乱と関連 して 地域発展に 総合的に

役立 つ よ うな体制が で きる よ うにす る こ と が 必 要 で あ

る｡

特に 農業用水は そ の 管理 制度, 管 理施設 の あ り方に よ

っ て は 地域の 水資源の 新 た な 確保 に 役立 つ の で ある か ら

農業 水利の 関係者は 新 しい 視 野か ら現在 の 水管理体制 の

広域 化等に も関連 して 早急に将来 の た め に 再検討 を行 な

う必要 が ある｡

4 . 水 利間鹿 一

般の 2 , 3 の 閉居 点

水 利問題は現在重大 な危機 を は らん で い る｡ 第
一

の 問

題は 水源 潅養 の こ と て ある ｡ 最葉月 利 仁 オ振 て 走 る河

川, 溜池の 流域は 最近, 自然破壊が 進み つ つ ある ｡

一 つ

に ほ 水源の 乱伐に よる 山地の 荒廃 で あり 二 つ に は 水源地

帯かこ工 場,
ゴ ル フ 場, 住宅, 多頭飼育の 畜産施設 を つ く

る等 で 山林が 荒 され 土 砂, 特に 汚水が流 人する こ と が多

くな っ た こ と で ある｡ 最近金 に い と目を つ け な い 大 手不

動産業 や 金融業 老の 買い あ さり は 土 地の 値上 りや合 理的

な利用を は ば む悪質な 行動で ある ｡ 水源地 帯の 私 有地に

つ い て は
, 水 源保安林と して 土地利 用-こ強 い 制限 を 行う

こ と が 必要で ある ｡

また 建築に つ い て は 汚水 の 沈入 が 全くない よ うに 施設

の 設置 と監視 を行わ ね ば なら ない ｡

第 二むこ は 都市化地域の 生活環境 の 保全の た め の 清流の

確保 で ある｡ 濃尾第 二 地区の ように 宮田 用水が 管路化 さ

れ る こ とは 清水 と して の 用水が 完全iこ確 保される の で好

哀し い こ とで あ るが , 余水を 地域 の 公園 割 こ導き,
また

河川 を清流に 保ち 再 び魚の 凄む,
よみ が 克 っ た 如附こ回

復 させ る こ とが 必要で あ る
｡ 少くと も農業 排水路 だ けは

清流が由れ子供の 遊び 場と して
, 木蔭を持つ ゆと りの あ

る田 園を 確保 した い
｡ 圃場整備 もた だ機械化専農業 の た

め の 能率主 義だ けで なく , 農業労働 に ゆと り と農村生活

に うる お い の あ恵も の と し て , 水 を含め て , 新 し い 集村

計画 の 手法 を と り い れ る 必要が あ る｡

清 い 流れ は 農村 に うる お い を与 え るだ け で な く, 都市

の 中 の 清流は 一 層必要で あ る
｡ 都市造 りの 中に も っ と水

と録 を と り入れ る必要が あ り, 汚水ほ 地下 で 集め 浄化す

畠流域下水道 を建設す る こ と と相 ま っ て 清流の 街を つ く

りた い
｡

第三 に は こ う した こ とを 実現する た め 剛 ま用 水の 多目

的化を 進め
, 非か ん が い 期 も ー 定量 流下 する こ と を 農業

用水に 義務づ け る 必 要が あ る
. 歴 史的に ろ れ ば現在 の 鼻
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業 用水 は単 なる水 田 の か ん が い 用水 で なく地域 の た め の

水 で あ っ た ｡
い ま再 び

, 地域 の 利水 と して の 機能 を新 た

な観点に 立 っ て 回復 さ せ
, 農業水利 の 大量 の 施設 を地 域

の た め に 活用 させ る 必要 が あ る｡

第E耶こは こ う した ｢ 地域 の 水+ と して の 機能を 持たせ

るた め に は 関係市町村も国も県もそ の た め に 援助する 必

要が あ る｡

算五 に は水管理 を行 っ て い る用排水土地改 良区の 組織

評

と機能 と理事者 に つ い て 再検 討が 必要で あ る｡ 合併 して

広域に 組織化す る と共に 老年化の 傾向が強く 無気力な理

事者の 若が え りが 必 要で あ る｡ 少く と･も地域の 発展-こ見

識 を持 つ 人で なけれ ば なら ない
｡

第六 に ほ水利費用 の 賦課 方法 を面頼朝か ら従量制即ち

水 の 使 用量割 に改 め る と共に
, 水利費 の 一部ほ 市町村負

担 を義務 づ ける 必要 が ある｡ 都市化 に よ る管理費 の 負担

増 加 は 当然市 町村 が負担す る義務 が あるか らで ある｡

=

S ci e n tifi c A ll o c a ti o n of W a t e r R e s o u r c e s
‖

N at h a n B u r a s

山 口 保 身

( 農地 局 設 計課)

水資源工 学 と いう学 問の 一

部 門は 非 常に 着 い 部 門

で
, 主 と して ア メ リ カ で発展 してきた が , た かだ か15

年 の 歴史 を有す るに 過 ぎない
｡

しか し目覚 ま しい発展

を遂 げて きた し, 今も その 発展 の ス ピ ー ドほ加速され

て い る か-こみ え る
｡

こ の 学 問の 特色 ほ新 しい こ と ばか

りで なく , 自然科学 と社会科学 の 密接 な連携が あげら

れ る｡ 自然 そ の 範 囲は広 が る運命 に あ る
｡ 多 方面に 急

速に 発展す る水資源工 学を こ の へ ん で
一 応 集大成 する

こ とが必要 に な っ て く る所以で あ る｡ そ れが こ の 本だ

と著者は 主張す る
｡

で あるか ら本書は まず水資源工 学 の 定義 か ら 始 ま

る ｡ こ こ で著者 は水資源 問題が い か に 多岐に わ た る複

雑 な事象で ある かを 措 い て
.
み せ る ｡ そ し て こ の ような

間窟 ほ レ ス テ ム とし て と ら え解 折す べ き こ と を示 す｡

つ い で本章は水資 源工 学の 問題を , 計 画, 設計 , 施

工 の 各段階毎に 論 じて い る
｡

こ れらの 問題は オ ぺ レ ー

ン ヨ ソ ズ ･ リサ
ー

チの 手法を も っ て 解か れ ろ｡
こ れ ら

の 手法 と して マ ル コ フ
,

チ エ イ ン 等の 確率手法,
リ ニ

ア
ー ･ プ ロ グ ラ ミ ソ グ等が 説 かれ る｡ しか し こ の 種の

問題を 解くの に 最も有利な武 掛 まダイ ナ ミ ッ ク ･ プ ロ

グラ ミ ソ グで ある
｡ 本書で ほ ダイ ナ ミ ッ ク ･ プ ロ グラ

ミ ソ グ の 基本的 な解説 に 始 ま っ て
, 具体的 な応用例 と

して単
一

構造的 , 単
一 目的操作か ら複数群造的 の 多目

的使用 を い う複 雑か例 ま で 示 して い る ｡

最 後の 章は シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手法 と して
,

モ ソ チ カ

/ レ P 法 , 合成 水文学 ( 生ま で の デ ー タ よ りも仮定 の デ

ー タ を 与え て 変化の 様子を 探 る) 等を 論 じて い る｡

以上 の ような盛り沢山の 内容が 200 貢 余 りと い う本

書に要 賓 よく 詰め られて い る ｡ 著者は も ともと 本書を

学部 4 年生ない しは 大学院1 年生を 対象に 書い た と い

っ て い る ｡ そ の 意味で は こ の 本は 貴重 であ る
｡ すな わ ち

こ こ に 措か れて い る数学的手法等は 既に 身 に つ けて い

る場合に そ れ らを 体 系化す るの に 本書は 後立 っ と い う

こ と で ある
｡ 予備知識 を持 た な い 人が 本 書を読 ん でも

得 る と こ ろ は 少な い
｡ 初 歩の 入 門書では な い か ら で あ

る ｡ 入 門者 に と っ て は 同 じく盛 り沢山な羅列 で は ある

が始 め か ら初 心者 を対象 に 中道宏 氏と とも に筆者 ( 山

口) が 本誌に 連載 した
"

最 適化 手法の 考 え 方
”

の 方が

適 して い る ｡ 両者を 比較 して み る と 内容 に近似 して い

る点に 気付か れ るだ ろう｡ 実 は B u r耳S ほ我 々 の ア メ

リ カ留学中の 先生 に も串た る人物で
,

そ の 著作もずい

ゃ読 んだ た めに 近似 した の であ っ て本来本書の 方が 原

典とも云 え る
｡

ユ ダヤ人特 有の ち密 な数学的頚脳構造の た め, い さ

さ か 難解 で あるが , 各章 とも代表 的文献 を洩 ら さず リ

ス トア ッ プ して い る等親切 な執筆 態度 で,

一

種 の
"

水

資源工 学辞 典
”

と い っ た趣 きに もな っ て い る こ とも付

記 して おく ｡

A m e ri c a n E I s e v i e r
,

N e w Y o r k 発行

( E n vi s o n m e n ta l S i e n c e S e ri e s) 1 97 2 年 20 9 頁

イ ー ス タ ン ･ ブ ッ ク ･

サ
ー ビ ス 取扱 い 定価5 , 5 2 0 円
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〔報 文〕

用 水 管 理 に 関 す る い く つ か の 問 題 点

次目

1 . は しが き 川 ‥ … ･ … … ･ ･ ･ - ‥ ‥

(4 3)

2 . 管理 と計画 ‥ ‥ … … … … … ‥ … … … (4 4)

1 . は し が き

最近 , 農業土 木 の 分野 に お い ても, ｢管理+ の 問題が

ク ロ
ー ズ ア ッ プ され て きた よ うで あ る｡ 一口 に ｢管 理+

と い っ ても, 具体的に 何を 指すか は あ ま り明瞭で は な い

の で
, 以下

, 主 と し て用水 の 管理 をめ ぐるい く つ か の 問

題点 を述 べ てみ た い
｡ 筆者 はも とも と広域利水の 水利計

画や 水利調整 と農業用水 の 研究 に 携わ っ てきた 着で あ っ

て , 管理問題そ れ 自体を 尋問に 研究 して きた 者 で は な

い ｡ また
, 農業用水 の 基幹的 な管理組織 であ る普通水利

組合 や土 地 改 良区の 研究 で す ら, 筆者の 知 る限 り
,

ほ と

ん ど進 ん で い な い 現況 な の で
, 他 の 研究者の 意見を 広く

栢介す る こ とも で きなか っ た
｡

した が っ て
, 以下の 本文

で は
, 筆者 の 直接 に 見 聞した り勉強 した 事例を い く つ か

列挙 し なが ら, 今後, 日本 に お い て農業用水の 管理を 適

切 に 行 な うた め の 参考に 供 した い
｡

まず最 跡 こ
, 最近 に い た っ て何故 ｢ 管理+

ノ

の 問題が ク

ロ
ー ズ ア ッ プ され る よ う-こな っ た の か を考 え てみ た い

｡

筆者 の 考 え では
,

そ の 主要 な原 因は
,

一 口甘こ い っ て ｢ 都

市化+ の 進展 の た めだ と 思う｡

都 市化 ほ
, 当然 の こ と な が ら, 農地 の 転用 を と も な

う｡ 都 市化 に とも な っ て農地 の 転用が 進む と
, 従来, あ

る農業 用水 の 受益地 で あ っ た 農地 が農地 で なくな っ て 受

益地 か らほ ずれ , 用水管理等 を行 な うの に必要 な費用を

賦課す る こ と が で きなく なる の で
,

そ の 用水 管 理 団 体

(例 えば土地改 良区) の 管理能 力ほ減退す る｡ ( こ の 困

難 を 多少なりとも 回避す るた め に行 なわ れ て い るの が ,

近年 の 土地改 良区の ｢ 除籍 決済金+ の 徴収 で ある こ とは

い う までも ある ま い
｡)

都市化 は こ の よ うに し て管理費用の 財源の 窮乏を 招く

ばか りで ほ な い
｡ 都市化 は また , 従前 の 農業労働力の 転

用 (脱農 や兼業化) を ひ きお こ し, 従来, 受益兵家の 無

償 の
, ある い は 有償 と し ても きわ め て安価 な労働に 頼 っ

て い た 堰 や水路 の 維持管理労働 が, 期待 でき なくな っ て

きて
, 管理 は粗放化 し

, 次第に 困難 と なる
｡ ( 水利施設

の 建設 だ け で なく , 土地 改 良区の 維持管理費 に つ い て
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も , 国の 補助金を 与え よと要 請する 声が あが っ て い る の

は , 前述の 賦課金収 入の 減少と 出役労働 力の 減少の た め

で あろ う｡)

さ ら に
, 近年の ス プ ロ

ー

ル に と もな う水路等 の 荒廃 の

促進, 塵芥の 投棄や 住宅や 工 場か らの 汚濁排水 の 流入 な

ども, 用水管理 ( 用水施設 の 維持 保全や 配水管 理) の 困

難を 倍加 させ る｡

一 方 , 都市化 に ともな う上 水道や 工業 用水の 水需要 の

増大に とも な っ て
, 農業用水施設が こ れ ら都市用水 と共

用 し て, 多目的施設 と して 利用 され る ケ ー ス が 増えて き

た ｡
こ の よ うな, 施設の 多目的利 用 に と もな っ て

, 計 画

や 建設 の 段階 で の 費用振分けや建 設主体の 問 題 と と も

に
, 施設の 建設の 完成後の 管理問題 (管 理費の 振分 け,

管理主体や 管理方法等) が 問題 と な っ て きた ｡

既存新設を 問わ ず, 用水施設の 共用化 のかまか にも , 都

市化 の 進展は 都市用水の 需要の 増大 に ともな っ て 用水 施

設 の 広域化 をもた ら した
｡

日 本で は
, そ の 流域 両津 の 割

に は 水 田面積 の 少 な い 河川を 除けば , 水利計 画の 対象 と

な る よ うな 渇水年 の カ ン ガイ 期間中の 渇水沈量 は , 既 存

の 農業用水に よ っ て , ほ ぼ そ の 全量が 取水 され て い る と

い っ て よ い ｡ した が っ て , 都市用水の ように 新規 に 河川

か ら取水 し よ うとす る用水は
,

カ ン タイ 期間中の 渇水を

補強す るた め の 水源ダム を 持た な けれ ば ならな い
｡

こ の

よ うな ダ ム は
,

既 存の 農業用水の 補給水 (不特 定利水)

や , 新設の 農業用水の 水源ダム を 兼ね た り , さらに
, 治

水や 発電目的も兼ね た 多目的ダ ム と して 建設 され る こ と

が 多い ｡ しか も, ダム の 自己流域 よりの 流出量 だ けで は

ダム を 十分に 満水 させ て 使用す る こ とが で きず, 他洗域

の 流 出量を 流域変更 して 引水 して ダム の 貯水に 当て て,

よ うや くダ ム を十分満水 さ せ て 利用す る こ と が で きる 場

合が 増 えて い る
｡

また , 新規取水ほ 計算上 必要な水 源ダ ム を建 設 しさえ

すれ ば
,

無条件に ど こ で で も取水で き るとい うもの で は

なく, 上流 の 水源 ダ ム 建設 と同時に, 下 流に お い て取 水

体制 を整備す る こ とが 必要不可欠で あ る｡ すなわち, 新

規取水 が参入す る河川に は
, す で軒こ多く の 鹿存 の 農業 用

水 な どが存在 して お り, 水源 ダ ム の 建設Fこ よ っ て 産み 出
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された 水 を硬水す る の で あ っ て , 既存 の 農業用水が 利用

して い た 自然流丑 は従来通 り流下 させ ると い う ｢約束+

だ けで , 既存 の 農業 用水 の 取水地 点よ り 上洗 の 地点 で新

規 に 取水す る こ と は , 下流 の 既 存農業用水 の 反 姉 こあ っ

て実現 しない し, また か り に強行 し て実現 して も, 将来

に わ た っ て 紛争 の 種 を残す こ と に な りか ね ない
｡ そ うか

と い っ て
,
既存 農業 用水 の 下流 で取水す ると, 折角ダ ム

貯 水を放流 して 補強 し た流量 が, 既 存農業用水中こ上 洗 で

優 先的に 額 水さ れて し まい
,
下流 の 新規取水 の 取水地 点

ま で は届か な い こ と に なりか ね ない ｡ し たが っ て
, 新鹿

取水 を行 な うた め に ほ, 上 流 に お け る水源 ダ ム の 建設 と

とも に
, 下流 に お ける取水 体制 の 整備,

い い か えれ ば!

既存農業 用水と の 調整 が 必要不可欠 なの であ る｡

以上述 べ た よ うに
, 都市化 の 進展ほ 用水管理問題を 多

面 的な複雑 なも の と し, また 種 々 の 解決 され る べ き困難

を 産み 出 して い る ｡ した が っ て
, 近年 に い た っ て

,
農業

土 木の 内 部でも 用 水管理 の 問題 の 重要性 が認識 され て き

た こ とは , そ れ 自体と して は
, 誠 に 喜 ば しい こ とだ と思

わ れ る ｡

2 . 管理 と 計画

最近, 計画 の 段階 で 建設 完了後 の 管理問題 ま で 考え て

お こ うと い う思想 が
, 農業土 木 の なかFこ も芽 ば えて きた

よ うだ が ,
これ は結 構な こ と だ と 思う｡ 確か に , 建設完

了後 の 管理技術 だ け で は どう仕様も な い 欠陥 の ある計画

が , 従来 , 数多く 存在 して い た か らで ある
｡

こ の よ うな

欠 陥ほ
, 有 形の 施設 に つ い ても, 無形 の 技術 に つ い ても

み られ る
｡ 以下 , 分 り易 い 例 を い く つ か挙 げて み よ う｡

管 理段階で 手直 しを要 した 簡単な 実例 ほ
, 水路 に設置

され た 上流 水位一定装置 の ア ミ ル ゲ ー ト で ある ｡ こ の フ

ラ ン ス の ネ ル ピ ッ ク社の 特許水理構造物 であ る ア ミ ル グ

ー †ほ
,

フ ラソ ス 国内はも と よ り ア フ リ カ の 旧 フ ラ ン ス

常 や他 の′諸 国でも数 多く利用 され て い る実績 の ある群造

物 で ある が
,

日本 で某水路 で始 め
‾て使用 され た とき,

ハ

ン チ ン グ現象 に よ る トラ ブル を 起 し た ｡
こ の ト ラブル は

本来 の 鋭敏 な追 随性を鈍化 させ る強 力な ダ ン パ ー ( 本来

は 自動車の ル ノ ー の ダ ン パ ー を流用 して い たも の を,
日

本の 自動車機器 メ ー カ ー の 特製 した強 力な ダ ン パ ー

を ,

二 遵四連 と付け る こ とに よ っ て
, 追随性を鈍化 させ た)

の 使用 に よ っ て
, 現在 で ほ 起 らな くな っ て い る ｡

こ の よ

うに
, 外国で か な りの 使用実績 を も っ た 装置 と い え ど

も , 無条件 に 日本 忙導入す る こ と は , し ば し ば トラ ブ ル

の 種 とな り
,

こ れは管理 の 良否 の 問題 で は なく, 計画 に

責任が あ るの で あ る｡

一 見 , 管 理の 責任で ある か の よ うな現象 で あ っ ても ,

実は そ の 計画むこ こ そ 責任の 帰せ られ る べ き水理構造物 の

例 を , もうひ と つ 挙 げる と , そ れ は 円筒分水 工 と射流分

水工 とで あ る｡

戦前の 円筒分水 工 と戦後 の 射流分水 工 は, どち らもそ

れ ぞれ の 時代 の 日 本の 農業土木扱循 の 撃と し て, 正 確 な

定比分水 工 と して 高く 評価され て広く建設 され て きたも

の で あ っ た ｡ だ が, 実際に現場 で 見て い た だく と, そ の

管 理は-
一 見ひ どく杜 撰に 見え る場合 が 多く , その た め に

管 理に携 わ っ て い る土地改 良区や 農民 の 管理能 力が 非難

され る こ とが しば しば あ る こ と に 気 づ か れ る と 思う｡
た

とえば, 円筒分水工 の 場合に は
,

の そ 分水 口 ( 窓 口) が

欠か れ て 拡げ られ て い た り,
円 筒型 の 分水塔 の 水面に な

に げなく竹竿な どを浮 か せ て 分水 ロ の 遡 源水位 を変 えて

分 水比 ( 分水量) を有利 に し た り して い た りす る し
, 射

流 分水工 の 場合に ほ ,
… 見偶然 の よ うに , 落葉 や タ タ ミ

を 引掛け て 自分 の 例の 越流水位 を増加 させ て
, 分水量 の

増大をは か っ て い る 等で ある ｡

_
だ が

,
こ れ らの 見掛 けの

管理状態の 悪 さは
,

反対 に
,

そ の 正 確 さ 鋭敏 さ壊 し易 さ

を 逆手に と っ た 農民 の 我 田引水的な 抵抗に あ っ て い る の

で
,

こ の ような 場合に
, 農民 の 我田 引水を 非難する こ と

は 易 しい が
, 計画 とい うもの は 本来,

こ の よ うな利 用者

の 性格を 考慮 して な され て お る べ きもの な の で は あ る ま

い か ｡

しか も , 更 に よく みれ ば, ｢ 正 確+ に 定比 に 分水 さ れ

た 用水 が
, 間もなく 合流 して 何の た め に ｢ 正 確+ に 分水

され た の か 分 らな い 実例 や ,
2 つ の 用水 の 間で よ う やく

成立 した 妥協の 産物と して要 請 され た 定比分水 工 ( 射流

分水工) に , わ ざわ ざ, 分水比を変更 する こ とも で きる

よ うに 可変部分を 取付け た と こ ろ
, 可変部分ほ 使用で き

な い よ うに農民が 破壊 して し ま っ た 例や , そ の 反対 に
,

か なりの 流量変動に 対 して も見事 に 定比分水が 可能の よ

うに設計 され た 分水工 が , 実際の 干ば つ 時に あ た っ て

は , た ま た ま付置 し てあ っ た ゲ ー トを 利用 し て時間給水

( 香水) が な ざれ た 例な どを み ると
,

つ くづ く, 従 来の

農業土木の 計画技術が 未熟で あ り, 机上 の 空論に す ぎな

い こ と を 思 わ せ られ る
｡ 考え て み れ ば

,
い ろ い ろ な 場合

に 応 じて 分水工 が どの ような条件を 具え て い る ペ きな の

か が
, 実態に 即 して調 査研究 され た こ と ほ な か っ た の で

ある｡

以上 , 具体的 な構造物に つ い て述 べ た が , 無形の 管理

技術-こ関わ る計画抜穂 の 欠陥ほ
,

も っ と非道 い 場合が あ

る ｡

整備 され た重 層的 な管理組織 と, 近代的 な管理施設を

誇 る犬用水 で, 計画用水量 の 何倍も の 取水が な され てい

る例が あ る
｡ 現場を み る と,.

フ ァ
ー ム ポ ン ドの 余水吐か

ら常時, 無効放流が あ り, 管理の 杜撰 さが す ぐに も井乾

され そ うであ る｡ だ が , 水源か ら末 端圃場 まで , 丹念に

調査す る と , 計画技術 の 方に よ り大き な問題が あ る こ と

が分 る｡ 紙数 の 関係 で結論だ け述 べ れ ば, 現在の 管理組

織 と施設 を前捷 とす る限 り, 無効放流の か な りの 部分ほ

不可避 な の で あ っ て
, 計画段階 で考 え られ た 管理組織の

ー
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観 み 方や, 水 使用方法( ブ ロ ッ ク ロ
ー テ ー レ き ソ) , 計 画

用水量 や有効 雨量 の 考 え方 に 実態を離れた 点が あ っ た の

で ある ｡

一 般 に , 管理 組織 が 重層化 する と, 農業 用水 の よ うな

開水路 シ ス テ ム に あ っ て は , 配水管理 ロ ス が どうし ても

多くなる
｡ 別 の表現 で い えば, サ ブ シ ス テ ム を連結 し て

シ ス テ ム を構成す る とき, そ の 結節 点で ロ ス が生 ずる
｡

した が っ て, シ ス テ ム の 大規模化 , 施設 の 近代化 は必 ら

ず しも用水使用 の 節減化に ほ ならない 場合が 多く, こ の

点 は し ば しば誤解 され て い る よ うで ある｡

こ の よ うな問題に 限 らず, 従来 の 農業土木は , 最近反

省 され て い る よ うに
, 現実 をよく調 べ ない で机上 の 空論

で計画や 設計や 管理が 行 なわれ る こ とが 多か っ た よ うに

思 う｡
こ こ で現 実を よく調 べ る と い うの は

, 例 えば ｢ 減

水深+ を たく さ んの 地点で 詳細 に 郡定す る とい っ た こ と

で は なく, 施設 の 設計に 必要 な ｢ 用水量+ は
, どの よ う

に して 決定すれ ば よ い か を , 現実に 即 して 丹念に 調 べ て

い く とい う こ と であ る
｡

い ずれ に せ よ, 従 来
, 用排改 良

や 圃場整備の 事業が 無数に行 なわ れ な が ら,
そ の ア フ タ

ー

ケア と して の 調査研究が きわ め て 乏 しい こ とは
, 改善

されなくて ほ な らな い と 思う｡ こ の よ うな 点か ら地道 に

漬 上げて い か なけれ ば , 用水管 理が 巧く行 なわ れる よ う

に なる ま い と 思う｡

3 . 管 理 主 体

建設 さ れ た施設 の 所有権 や管理権を ど う扱 うか と い う

問 題ほ
,

一

方 で 国営 や公 団施 工 に か か る大規模施設が 建

設 され
,

また
一 方 で, 末端用排水路 の 維持管理に すら矩

渋す る よ うな都市化に とも なう土地改 良区 の 弱体化が 起

っ て い る現在, 具体的 な事例 どとに
, 詳細に 検討 され る

ぺ き課題 で あり
,

一 般的 な処方 セ ソ な ど あり えな い の で

ほ な い だ ろ うか
｡ 筆者 は い ま の と こ ろ, こ の 間題に 具体

的 な解答 を与 える能力 が ない
｡

そ こ で
, 以下, 用水の 管

理主体に 関連す る問題 で, どく限られた 専門家を 除く と

あまり自覚的に 意識 され て い な い 点を
,

2
,

3 指摘す る

に と どめ ざるを得な い
｡

都市化の 進展 と とも甘こ弱体化す る土 地改良区の
, 用水

管理を 補強す る手段 と して
, 都市化に と もな っ て 余滴イヒ

した 兼業用水の 転用の 一 手段 で あ る, 従 前の 既存 の 農業

用水の 施設 ( 例えば幹 線用水 路) を都 市用水 と土地改 良

区の 共用す る方 法が考 え られ る｡ 農業 用水施 設 の 共 用

化 , 用水管 理費の 費用振分け , 最終 的に は都 市用水側 へ

の 農業 用水施設 の 転売と い っ た 一連の 方策 ほ, 昨年 , 農

地局 か ら出 され た 農業 水利 問題 研究会 の 報告 書 N o
. 2 に

示 きれ た もの で あ るが
,

こ の 方策は
, そ の 主 た る 目的 た

る兼業用水 の 転用 をス ム ー ズに 成功 させ るだけで なく,

弱体化 した 土地改 良区の 用水管理を 補強す る副次的な効

果 もある
｡

次 は
, 都 市用水 の 新鹿取水 などに あた っ て 実 現 す る

｢ 合口+ に とも なう, 新 旧用水合同 の 管理団体の 設立の

利 点で ある ｡ ( そもそ も, 上流 に渇水補強用の ダ ム さえ

確保すれ ば
, 従前 の 自然沈況に 悪影響を｢ 計算上か らは+

及ば さ な い は ずだか ら, どの 地点で 取水 し よう とか まわ

ない は ずだ と い う, 単純 な現実無視の 机上 の 空論は
, ほ

と ん ど実現 し え ない し, か りに 実現 した と して も将来に

禍恨 を残す こ とに な る ｡) か つ て , 矢木沢 ダム や下 久保 ダ

ム に よ る東京都 の 新規取水が , 埼玉 県下の 既 存の 農業用

水群 の 上 流 の 優位 の 地点で 取水 し ようとい う意志を 東京

都が 放棄 し た と き, 東京都 と埼玉 県下の 農業用水群の 紛

争 の 発生 の 余地が 項り除か れた ばか りか , ｢ 合 口+ の 合

意が 成 され るや 否や , 合 口施設た る利 根大堀 の 完 成を ま

たず, 既 存農業用水 ( 見沼代 用水) の 取水 口 と幹線 水路

の 一 部 と新設の 施設 ( 武蔵 水路と秋 ガ瀬堰) を使 っ て
,

昭和39 年か ら東京都は 現実に利 根川 か ら取水 し
, 水危機

か ら まぬ が れ る こ とが で き, 対 立が互譲ケこ変 わ っ た ｡

取水施設 の 合併 単 一

化 (合 口) が行 なわ れ ず, 管理 団

体を 合同 させ た だ け で も, 水不 足時 の 対立 は互譲に 変わ

るの で あ っ て
, 渡良瀬川 の 待堰 と矢場堰は , 古来

, 対立

した 農業 用水 で あ っ たも の が, 団体 と して合 同 し た 結

果 , 連絡水路 を設 けて 渇水時 の 用水を 融通 し あうよう に

な っ て い る ｡

ま た , 最も実現 しが た い 薪親硬水 の 既存農業用水 の 上

淀 で の 硬水 で あ っ てもー 下流 の 既存農業用水に対 し十分

な保証を 与 えれ ば,
ス ム ー ズに 実現可能で あ る こ とは

,

紀 の 川の 奈良分水の 例の 示す教訓で あ る｡ こ の さ い
, 新

規取水 で ある奈良盆地 へ の 取水施設 ( 下淵演者工)
-

の 管

理権 を▼ 新規取水 (奈 良県) の 側Fこ与 えず, 国の 管理 に

ゆだね た こ とも, 成功 の
一

因 で ある
｡

こ の ように
, 誰が

管理す るか と い う
,

一

見 , きわ め て 形式的に すら思わ れ

る事が , 実は , 利水計画の 実現 と運用に , 決 定的な 影響

を も つ こ とは
,

自覚的Fこ認識 して おく 必要 が あ る と 思

う｡

4 . あ と が き

以上 , 冒頭 で述 べ た最も肝要 な 中心 的課題 に つ い ては

ほ と ん ど触 れる こ と が で きず, 専 ら, 管理 の 前提 と なる

問題 や周 辺の 関連 問題 の 解説 に 終始 し たが
,

そ の 貴は 一

重をこ筆 者の 知識 や能 力の た め で ある
｡ 今後 の 研究を 期 し

て , お こ と わ り にか え た い
｡

･ -
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1 . は じ め に

夢の 用 水と うた わ れ , 我 が 国初 の 総合開発事業 と して

注目を 集め た 愛知用水業 も, 昭和3 7 年 1 月 に 通水を 開始

し管理体制に 入 っ て 既 に 浦十年を 経過 した ｡ 又 愛知用水

の 建設を 終 えた 当時の 愛知用水公団が , 農林省か ら承継

して 工事 を完成 させ た豊川用水も管理 開始後本年 で 四年

日を迎え て い る
｡ 愛 知用水 ･ 豊川 用水 と もに

, 建設事業

を 行な っ た愛 知用水公 団 ( 現在の 水 資源開発公団中部支

社) が 引続きそ の 運営, 管理を 担当 して 現在に 至 っ て い

る ｡ 愛知 ･ 豊川両用水 の よ うに
, 水源 ダム , 調整地, お

よ び長大 な幹線水路を 擁す る大規模 な水利施設を 公団 と

い う -

? の 組織が , 系統的 に , 長期間運営, 管理を 続け

て きた こ と は, 我 々 農業土木抜穂者に と っ てほ 貴重 な経

験 で あ っ た の で は なか ろ うか
｡

従来 の 農業水利事業 の 殆 ん どは , 計画と建設 を 国又は

県 で行 な い
, 後 の 管理は 土地改良区 な り地 元管理団体 に

まか せ きりで あ っ た よ うに 思 う｡ ( 勿論例外ほ ある と思

うが) こ の た め我 々 が計画 した水利用計画 が現実むこ ど の

よ うに運営 さ れて い る の か , 叉建設 した施設 は, 設計通

りの 効 用を果 して い る か , 計 画面 , 設計面 の 考 え 方に誤

りは なか っ た か どうか
｡ と い うい わ ゆる ア ー フ タ ケヤ は

殆ん どな され て い な か っ た の で は なか ろ うか ｡ と い う こ

とほ , 我々 の 行なう水利計画や 水利構 造物の 設 計は , 実際

の 管理面を 考 えな い や や もすれ ば , 独善的な 傾向に 陥 る

危険性が あ っ た とい う事が い え る｡ 最近の 水需要の 急増

と水資源開発 の 困難性を考 えれ ば , 高度か つ 効率的な 水

管理 と合理 的な施設 の 建設 を期待 さ れ る の は 当然 で あろ

う｡ 水管理の 重要 性が
, 現 在ほ ど認 識 され

, 注 目さ れ て

きた 事は ない と思うが ,
こ の 意味か らい っ て ま こ とに 喜

ば し い こ と で ある｡ 愛知 ･ 豊川用水 の 管理方式, 配水方

式に つ い て も, 各方面 か ら大きな 関心 を 集め て お り,
こ

れ等 の 記録 を分析 して
, 新 た な水利計画, 管理計画の 資

事
水資源開発公団愛知用水給食管理所

能 典
*

管理 ロ ス と調整池の 必要性 ‥ … … ‥ … … ‥ ‥ ･( 4 8)

農業用雑用水 に つ い で … … ‥ ･ … ･ … ･ ･ … … ‥ (4 9)

有効雨量 の 計 画と現実iこ つ い て ‥ … ･ … … ‥ ･(5 0)

料 と し て利用 され て い る
｡ 愛知 ･ 豊川両用水の 完成後の

現状 は, 計画面 , 施設面 に 対 して い ろ い ろ な問題 を揚超

して い る よ うに 思う,
こ こ で ほ, こ れ等 の 経験か ら得 ら

れ た水 利用計 画面 に対す る筆者 の 気 の 付い た点 を述 べ て

み た い と 思う｡ 御批判を 戴けれ ば 幸甚で あ る｡

2 . 減水深 と原単位

水利計 画を作定す る軒こ当 っ て基本 と なる の は
, 水需要

量 の 想定で あ る｡
こ の 需要量 を 憩定す る の に 水 田 の 場

合, 受益地 の 十数 ケ所 に 代 表と なる地点 を 選び水 田 の
一

日 の 消費水量を か ん が い 期を 通 じて 実測 して 降雨に よ る

影響を 修正 して そ の 地域 一 帯の 水 田の 必要水量 と して い

る｡ 水 田 の 消費水量は 物理的甘こ定量値を推 定出来 る菓 面

蒸発量 と 田面蒸発量 よ りも, 地 質, 地 形, 土壌 等に よ っ

て 大 きな差が ある水 田参適量の 影響 の 方が 遠か に 高い の

で, そ の 地域 ど とに 実測 し た数値 を使用す る の が , 最も

合理野であ り,
正確 であ る との 考え方か ら であ る○ こ れ

に 対 して
, 水道用水の 場合ほ

,
1 人 1 日最 大使用 水量 を

400 β とか50 0 ゼ と想定 し
,

こ の 最大水量に 対す る変動率

と月別 の 変化率か ら地 区内 の 人 口 をか け て 需要量 を求め

て い る ｡ 工業用水 の 需要量 ほ, 今 まで の 各工 場 の 使用実

績 か ら業種別 の 単位生産当 り ( 出荷額) の 水使用量を 分

析 し
,

こ れ を 原単位 と称 して い る ｡ 工業用水 の 需要量 の

決定ほ そ の 地 区の 工場 の 将来 の 生 産額 を想定 して これに

原単 位を 乗 じて 求め て い る .

さて 今後の 水利事業ほ 殆ん ど鼻 ･ 上 ･ エ 水の 多目的計

画が 多い と思わ れ るが , 三 者それぞれ の考 え方をも っ て

算定 さ れ た 需要量 が計 画の 骨子 と な る ｡ 需要丑 の 大小 で

水 源計画, 水路施設 な どが大 きく変わ っ てく る ｡ 上水道

の 使用 量は 生活水準の 向上 , 生活 の 都市化 に伴 な っ て平

均 1 人当り使用量 ほ 次第むこ増加 し, 大 都市で は400 J / 日

～ 5 0 0 β/ 日 , 更に 将来計画 で は800 β/ 日 ～ 1 , 0 0 0 β/ 日 ま

で の 増加が 予想 され て お り, 水利計画 で は
,

人 口と , 需

要量 の 伸 び を考慮に 入 れ て 昭和何年目模 とい う形で 計算

汁 4 6- -
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され る｡ 工業用 水 の 原単位 と い う の ほ
, エ場 の 大小 , 製

造工 程の 差 等か ら非常に 大 きな バ ラ ツ キが ある事 が 指摘

され て い る
｡ 上 限を と るか 下限を と るか で 需要量 に 大き

な差が 生 じる｡ 水需要の 逼迫 して い る折か ら, 工 業用 水

原単位 の 徹底的 な調査 とそ の 合理的 な決定 を通 産 関係者

に 望 み た い と こ ろ で あるが
,

こ れ ほ さて お き,
工 業用水

の 需要量も矢張 り将来 の 生 産高 を想定 し て の 計画水量 で

ある｡

こ れ に 対 して
, 農業用 水 , 特 に 水 田 の 用水量 ( 即 ち,

減水 深) ほ 如何で あろ うか
｡ 莫大 な 労力と経費 , 時間 を

使 っ て何百 ケ所の 減水深を 測定 して 用 水量の 基礎 と して

い る｡

一 見非常に 正 確で あり, 現実的で あ る よ うに み え

るが
,

こ こ に ほ水 田用水量 の 将来を 見込 んだ 計画が な い

よ う に 思う｡

農業土木学会誌第34 巻第 1 号 の 講座 で
, 中川昭 一 都民

が ｢水 田用水量調査計画法+ を 論 じてお られ るが
, 氏ほ

そ の 中で , 水管理 と適正 用水量 に つ いて 大 略次 の よ うに

述 べ て お られ る ｡ ｢従来 の 標準的水管理 ほ主 と して
, 田

面 湛水の コ ン ト ロ ー ル が 中J b で あ っ た ｡ 戦 後の 米 作日本

一混 作水田 な どで 多収擾 を あげた水 田 は , い ず れも 渉透

の 比較的良好 な水 田 で あ っ た こ とか ら, 水稲生育 をた か

め る上 で の 透水効果 が研究 され た 終果, 水稲収量 と水 田

の 降下 蓼適量 の 間に 密接 な関係が あり, 収量を 最大 なら

し め る よ うな 適正 渉透量 が存在す る事 が 明 ら か に な っ

た ｡ 適 正 渉透量 は15 ～ 2 5 m m / d a y , 減水 深に して20 ～ 3 0

m m / d a y 前後で あ っ て
,

1 0 m m /d a y 以下 あるい ほ
,

5 0

m m / d a y 以上 の 水 田 では 多量 の 肥料を 施用 して も多収 穫

を望 む こ と は 難 しい
｡

… ‥ ‥ ‥ こ の よ うな考 え 方か らす る

と , 今 後の 単位用水量 の 計 画と して は
, 対 象水 田 の 適 正

用水量 ( 適正 蓼適量 ＋蒸発 散量) が そ の 補給 対 象 と な

る
｡

こ の 適正 蓼適量 を絶 対視す る 立場 に た て ば
, 各筆水

田 の 用水量 ほ水稲生育 上か ら先に 決 ま る こ とに なり, 計

画単位用水量 の 決定 ほ簡単 でむ し ろ こ の 適正 用水量 を現

出さ せ る よ うな水 田 条件 の 整備 の 方が 問題 と なる
｡ す な

わ ち , 過 度の 漏水 田 に 対 して は
, 客土, 床締 め な ど甘こ よ

っ て
, 過大な 渉透 を 防止 し

, 排水不良の 湿田 むこ 対 し て

は
, 暗き ょ 排水な どに よ っ て 乾田 化を ほ か り, 不適水 性

の 土層を 有す る水 田に ほ , 心 土破砕な どの 土層改良を 行

な っ て
, い ずれ も適正 蓼透に 近づ け る ような 対策が 必要

で あ る｡
‥

･ …

+ 筆者も中川氏の 御意見に 全面 的に 賛成で

あ る
｡ 中川氏は こ の 時点 ( 昭和41 年) で ほ

, ｢ しか しな

が ら適正用 水量 か ら計画用 水量 を先 に定 め
,

それを現 出

させ る ような 土地改良を 逆に考 えて 行く こ の 考 え方は
,

将来の 方向 と して は
, 重 要で ある が, 現在 の 段階 で は,

採用す る甘こほ
,

まだ 問題が 多い
｡

_
+ と 言われて い る が

, 現

代 ( 70 年代) の 水利用計画面で は もうそ こ まで考 え て よ

い時 期に きて い るの で は な か ろ うか
｡ 全国的に 農地 の 構

造改 善, 基 盤整備事業 が 行なわ れ て い る 反 面, 生 産調整

が強要 さ れ
, 米 作経営 の 合理化 が要求 され て い る時代 で

ある ｡ 構造改善事業 に よ っ て水 田 と して の 理想的な圃場

に 整備す る こ と が
, 今後 の 農業土 木の ひ と つ 使命だ とす

れ ば , 用 水量 の 計 画も又 当然そ れ に 適合 した も の を 想定

す べ きで ほ なか ろ うか ｡ 愛知用水も豊川用水も計画に 使

用 した実測淡水 深 ( 蒸発散量 を含む) の 平均は11 m m ～

1 2 皿 皿 で 適正減水 深よ り相 当少 い ｡ 豊川用 水ほ 殆 ん どが

水 路の 建設事業 と並行 し て 圃場整騰 が行 なわ れ , 又 愛知

用 水も こ の 2 ～ 3 年急 激に 末端農地 の 整備 が行 なわ れ て

お り, 整 備後の 水 田 の 減水 深は殆 ん ど計 画時 の そ れ よ り

も 多い 値 を示 し て い る｡
こ の た め 近 い 将来に 農業需要 量

の 再検討 を行 な う必要が あ るの で は ない か と言わ れ て い

る
｡

こ の よ う な適正 減水深を 用 い て農業用水需要量を 算定

す れ ば , 計算 に 要す る, 労 力, 時間も又 大巾 に 軽減 さ れ

る こ とも 明らか で ある｡

水 田 の 減水深 も上工 水 の 原単位と 同様, 将来計画 と し

て の 適正 減水深を 採用す べ き時代 が きて い る こ とを こ こ

に 捏案 した い ｡

3 . 地 区 内利用水量 の 考え 方に つ い て

新 しく水利計画 を策定す るに 当 っ て 基本的に は
, 受益

地 内で現状 の ま ま利用 し て い る ｢ た め池+ とか 小河川 の

取水 等は極 力そ の ま ま利用 し
,

こ れ らの 既設水源で , 不

足す る水量 に つ い て新 しく計画す る水源 ( ダム
, 頭首工

等) に依存 する と い う考 え 方で ,･ ダ ム 容量 とか 頭首工 取

水量 を計算 して水収支計 画をた て或 は水路断面 の 規模等

を 決定 して い る
｡

これ ほ水 資源 の 有効利用,
ダ ム 水路等

の 構 造物の 経済規模, 当該事業 の 投資効 率等 か ら 考 え

て
, 尤もで あり, 当然 の 考え方で あろ う｡ 愛 知用水計 画

で も豊川用水計 画で も地 区内に あ っ た 多く の た め 池を整

備 し て , 愛知用水地域 でほ522
, 豊川用水地域で ほ ぉ5 の

た め 池ほ現行通 り使用す るも の と し , 当該た め 池掛り の

水 田 需要量 ほ, まずた め 池の 水 を使い
,

こ れ が 杢に な っ

た場 合に幹 線水路 か ら補 給す る水計算 を行 な っ て い る ｡

叉 た め 池の 外に も小沃流 , 小河川 の 取水 も現行取水量 を

極力利用す る こ と が計 画の 前提とな っ て い る
｡ 現在建設

を進め て い る三 重用水 等も同様 な考え方甘こた っ て水利計

画が た て られ て い る
｡

農業水利事業 は 渇水時 の 補綺が 基本 で ある との 考 えに

立て ば計画上 は こ れ で よい の で ある が, 実際の 管理 に 入

っ た場 合の 事 を考 えて み た い ｡ 現行 の 地 区内利用水源 を

フ ル に利 用する水利計 画通 りの 配水 をす る た めに は
, 既

設 の た め 池や小 河川 の 取水 や使用 は従来通 り行 な っ て た

め 池が 空に なり, 或 は小 河川 の 流量 が 海水 で取水不能に

な っ た ときに初 め て新 しい 用水 か ら水 を貰 うと い う こ と

甘こな る｡ 即ち こ の ような 運営を しない と水利計 画上 でを1

水 ほ 足 りな いわ けで ある ｡

-
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しか し
, 実際の 運営に 当 っ て

,
こ の ような こ と を , 農

民 が 承知す る で あ ろうか
｡ 新 しい 用水事業 が完 成する ま

では , 農民 は 地区内の た め池や 小河川の 僅か な 水を い か

せこ公平に
, 有効に 分配す るか で 長 い 間苦労を 重 ね て き

た ｡ 新 しい 用水が 完成すれ ば , こ の ような 苦労を せ ずに
,

い つ も必要 とす る水量を 安心 して 取水出来る こ と を 当然

の 事 と して 期待 し, 又そ れ だ か ら こ そ 高い 建設費や 管理

費 を 払 っ て こ の 用水事業 に 参加 して い るの だ と 考え て い

る筈 で ある
｡

そ れ なの に
,

こ れ らの
ゝ

た め 池モ や 小河川

が 水利計画の 水源に 阻み 入 れ られ て い るか らと い っ て ,

帝望 の 用水か らの 取水ほ 後廻 し と い う こ と を 理解 し実施

拙来 るで あ ろうか ｡ その 上 , 水利計画上 で は , 計画に 組

み 入 れられ て い る ｢た め 池+ や 小河川の ｢ 取水堰+ で あ

っ て も, 建設計画上 か らほ 除外 され て い るの が 普通 で あ

る ｡ 羊の こ とは
, 今後の 運用が 新 しい 施設に よる新 しい

利 水体系 と古い 施設に よ る旧来の 利水体系を 混同 したも

の甘こ な る こ とを 意味す る｡
こ れ で は 折角の 水 利事業 も受

益 者で あ る農民に と っ て は
,

そ の 価値が 半減 して し まう

の で は なか ろうか
｡ 愛知用水も,

豊川 用水も水 利計 画に

組 み 入 れ られ て い る数百 の ｢ た め 池+ に つ い て は そ の 有

効利用を 農民, 改良区に 要 請 して い る が ,
こ れ 等 の 池

が
, 水利計 画通り に 運用さ れ る事 は まず考 え られ な い ｡

現 状で ほ単 な る水 路と して の 効 用 しか果 して い ない もの

も多く , 又 地 元 の 部落, 市 町村 な ど
,

そ の 池の 所有者 の

事 情に より, 埋立 て て
, 学 校敷 地 と か

, 住宅地 ,
工 場 用

他 に 転用 され て 行く 傾向が 強く な っ て い る
｡

こ れ 等の 事を 考え る時 ,
こ れ か らの 土地改 良事業 の 水

利 計画むこ当 っ て は
, 極力地 区内の 利用水源 は整 理 して

,

新 しい 水源に 依存する よ うな水収 支計 画を た て る事 が 望

ま しく , 又 地 区内の 水源を 利用す る場 合に ほ , 必ず, 当

こ該 施設の 徹底的な 改良,
補強を 行な い , 新 しい 利水 体系

の 一 環 と して の 構 造物の 地位 を与 え る事 が 必要 で あ ると

_思う｡ 特に 地区内の 重要 な ｢ た め 池+ に つ い て は
, 管理

者 が そ の 所有権を 買収す る とか
, 所有者 との 間に 管 理権

( 使用権) を 明確むこ して おく と か の 措置 を 講 じて お か な

～､ と , 将来の 配水運 営に 大きな 支障が 生 じる事 が 予想 さ

これ る｡

4 . 管理 ロ ス と調整池の 必 要性

水理計画上 で の 水量損失は
, 通常の 場合, 幹支線 ロ ス

と し て15 % , 畑地 かん が い の 圃場 ロ ス と して
,

2 5 ～ 3 0 %

が 計算 され て い る｡ しか し実際 の酉己水運用 を し て み る

と,

･

配水操作上 の ロ ス
,

い わ ゆる管理 ロ ス が 相当水量 あ

り,
これは ある程度避け られ

■
ない も の で ある こ とが わ か

っ て きた ｡ 愛知用水 の 管理 を始 め た直後,
こ の よ うな ロ

ズが 相当 多く あり, 水利計 画上 に も こ れ を組 み入 れ る べ

きで盲まない か と い う議論 が, 愛知用水 の 水利計画 の 変更

の 際に 真剣に 考 え られ た こ と が あ っ た が
, 実現 し な か っ

た ｡

水 路損失 も現在使 用 さ れ て い る幹支線15 % が
, 現 実ケこ

合 っ た もの か どうか を判定す る こ とも なか な か 困難 で あ

る｡ 水 路構造 や , 施 工 の 良否に よ っ ても差が あり, 又 同

じ水路 を流す場合 で も流量 の 多少むこ よ っ ても 実際上 は差

が ある と 思う｡

愛 知用水 で は通水 開始 の 初期 に 上 流部10 肋 間 を満水 さ

せ , 水位 の 安定 を ま っ て ,
二 昼 夜そ の ま まの 状態 で放置

して そ の 間 の 減水量 を測定 した 終果, 1 血 当り毎秒 5 g

と い う損失量 を得 た ｡ 幸 い愛知用水 の 幹線水 路 ほ 全 線

112 由一に 37 ケ所 の 水位調節堰が あ っ て
, 常に 水位 を一定

に保 っ て い る た め , 流量 に よ る差は あ まりな い と思わ れ

る の で , そ の 後 の 配水管理 に 当 っ て ほ , こ の 値 を幹線水

路 の 損失量 と して使 用 し て い る が , 穿際 の 運営 に 支障 を

来た して い な い
｡

こ の 値 は 毎秒 11 . 0 I n
3

を流下 した 時 の

5 % の ロ ス に 相当す る｡ 愛知用水 の 年間 を通 じての 全線

平均 の 流量 は約 10 . O m り s 前後 と考 え られ る の で
,

こ の

損失量 は計画 とトまぼ 同様 な値 を示 し て い る と い っ て よ い

事 に な ろ うか ｡

さ て配水管理 上 の ロ ス で ある が ,
ロ ス の 生 じる理 由と

して 次 の よ うな点 が考 え られ る ｡

(1) 幹線水路か ら分水す る各分水 ロ グ ー トか らの 取水

は, そ の 地 域 の 実状に よ っ て取水時間, 取水 量 が 異 な

る｡ 24 時間連続 し て 同量 取水 をす る水 田か ん が い の 地 区

な ら ば 問題 は な い が
,

ポ ン プ揚水 をす る地 区や
, 水道用

水 を取水す る分水 ロ でほ
, 時間的 な変動が 大き い

｡ 幹線

の 通 水量 は
,

こ の 取水量 の 変動すこ 完全に マ ッ チ さ せ る事

は 困難 で ある か ら , 通 水量 と取水量 の 差 が, 末端 で無効

放流 と な る辛 が 多い ｡

(2) 長 い水路 の 末 端部 は到 達時間 が長 い の で, そ の 地

区の 朝 早く か らの 取 水に間 に合わ せ る た めに は
,
‾ 夜 の う

ち か ら必要水量 を流 して お か な け れ ば な らない が
, 夜 間

の 通 水量 は 無効放 流と な る ｡

(3) 愛知 , 豊川 用水 の 場 合幹線水路 ほ , 水路 の 各所 に

設け られ た調節 ゲ ー ト に よ っ て小 流量 の 場合も ー 定水位

を確 保 して い るが , 支線水路 ほ殆 ん ど調節埠 が ない
｡

こ

の よ うな水 路に通 水する場 合は
, 分水位 を確保す る た め

甘こ 相当水量 を 流下 させ な け れ ば な らな い 場合 が 多い
｡ 水

量よ りも水位 を 必要とす るわ けで , 計算 上 必要 と さ れ る

水量 よ りも 遥か に 多く の 水 を流す こ と に な る ｡

(4) 上 記に 似た 例 と して
, 苗代初期或 は し ろ か き初期

の 通 水の 場 合が あ る｡ 計算 上 で は僅 か な水量 でも , 必要

地域 が 遠か っ た り, 点在 して い る場 合に ほ , 相 当量 を通

水す る事に な る
｡

･

(5) 水を 使う農民 の 心 理 と して
, 支流線水 路を 常 に 満

々 と し て水が 流れ て い る方が 心 強 い わ けで あ るか ら, 常

に水路 を
一 杯に 流れ る よ うな水量 を要求す る｡ こ れ は

,

掛 こ慣行水利権を も っ て いた 地 区 が, 新規の 水利事業に
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参 加 して
, 許可水利権とな っ た場 合等に 著 しい 傾向とな

っ て表 れ 管理者 と農民 との 間 に t ラブル が 起き易 い
｡

( 豊川用水 の 牟 呂松原用水が 好例 で ある
｡)

こ れ等 の 管理 ロ ス は , 全体 と し て相当量と なり, 農業

用水 だ けの 場合 は 問題 ない と して も, 上工 水 が共用 して

い る場合に ほ, 特に 問題 と なる事が 予想 され る｡ 管理 ロ

ス を減少させ るた めケこは , まず幹線水路中央 部 と末端部

ヰこ調整池 を設 ける こ と が絶対必要条件 であ る と考 えられ

る｡ 中央部 の 調整池は
, 洪水時に ダム

,
河川等の 余剰水

を導入貯留 し て , 補助水源 と し ての 効用を も有 し, 取水

配 水操作の 合理化, 水路断面の 縮 少化に も大 きな効果 を

あげ る｡ 幹線水路が 長大 な場合は 2 ケ所 以上に 設置 すれ

.ば, 効果も又大 きい
｡ 末端 の 調整池は

, 末端部の 無効放

流 を 殆 ん ど解消す る事が 出来 るとともに
, 配水管理の 省

力 化に も役立 つ
｡ 水利用 の 高度化, 合理化が 叫ば れて い

る今 日, 今後の 水利計画 に は ,
こ の よ うな調整池の 建設

が 強く望 まれ る と こ ろ で あ る｡ ( 勿論, 事業費, 投資効

率 等か らの 検討の 必要は あろう が
｡)

支線水路 で の 管 理 ロ ス は ある程度は 避け られ ない も の

で あ る と思 うが , 畑地か んが い ポ ン プ場 の フ ァ
ー ム ポ ソ

ドの 設置, 支幹線水路 の 水位調節施設 の 設置等に より,

相当程度解消出来 るの で ほ なか ろうか
｡

しか し
, 水利計

画 上 で も こ れ等の ロ ス を 見込ん で 計画する こ と を今 後検

討す る必 要 が あると思 う｡

愛知用水 の 場合, 幹線中央部に 貯水量 9 00 万 m
3
を 有

す る東郷調整池が あ るの で , 幹線上 流部の 配水 ロ ス は 殆

-ん ど 0 に 近い ｡ と こ ろ が , 東郷調整池下 流部ケこほ未満 ま

で , なん の 調整池もなか っ た の で
, 東郷 ダム か らの 下流

‾放流量に対 す る各分水口 か らの 取水総量 ほ
, その5 5 % ～

-

7 0 % で
, 損失率は 最大45 % に も達 した 時期が あ っ た ｡ そ

の 後昭和39 年に 東郷調整池 と幹線水路末端の古まぼ 中央 部

′に 愛知県が 工 業用水専用の 知多調整池を 建設 し幹線 水路

の 流下量を 調整す る事が 可能に な っ た の で, その 後の 操

･作 ロ ス は 大巾に 減少 した
｡

しか し尚幹線末端の 余水 吐か

らは , 年間 に し て 200 ～ 4 0 0 万 m
3

の 無効放流が生 じて い

る現状 で あり, 末端部調整池建設の 必要性が 痛感 されて

い る
｡ ( 公団と し ては , 数年来 こ の 調整池建設の た め の

予算 要求を行な っ てきた が , 4 8 年度に は 実現の 可能性が

感く な っ た ｡

5 . 農業用雑用水に つ い て

普 通水利 計画で 農業 用水 とい え ば
, 水 田 か ん が い

,
畑

地 か ん が い 用水だ けを漠然 と考 えて い る
｡ 河川法23 条 で

与 えられる水利 権も ｢ か ん が い 用水+ と 記され て い る
｡

し か し 農業経営 を行 な っ て いくた めをこほ 純粋 な ｢か ん が

い 用水+ の 外に も必要な水が あ るの で は な い か
,
例 え

ば , 野菜 を 洗うた め の 水 とか
, 豚 舎や, 牛舎 を 洗う水 と

か
, 養 魚の た め の 水 と か

, 或 はも っ と外 にも い ろ い ろ な

使い道 が ある の で は ない か ｡ 筆者等当時の 公団 の 計画課

でほ
, 星川 用水 の 水利権取得時に こ の ような, 農業 経営

の た め の ｢ か んが い 用水+ 以外 の 水の 使用を権利 と して

認 め て貰お うと考 え ｢か ん が い 用水+ を ｢農業用水+ と

い う表現 で水利権申請を 行 なっ た ｡ 即ち ｢農業 用水+ と

は従来 の ｢か んが い 用水+ の 外に 農業 経営の た め に使 用

す る水 を含め た も の で あ るとい う意味 を込め た もの で あ

っ た ｡ し か し建設 省の 担当官か ら河川法 で は ｢か ん が い

用水+ と い う表現 を使 っ て い るの で, ｢農業用水+ と い

う申請文句ほ 好 ま しくない
｡ 農民が , 個々甘こ使 用す る農

業上 の 雑用水 は ｢か ん が い 用水+ の 中に 含 まれ ると解釈

す るの で
, ｢農業用水+ の 表現 は 取下 仇 規定 通り ｢ か

ん が い 用水+ と変更 し て ほ し い ｡ 又 ど うして も, 組織的

に大歳模 な ｢ か ん が い 用水+ 以外 の 農業経営用水が 必要

な場合 は, 基礎 資料 を添付 して 雑用水と い う名目で 申請

し て ほ し い と言われ , 時間的な関係もあり, 相当ね ば っ

た あげく遂 に しぶ しぶ あきらめ た 事が あ っ た ｡

そ の 後豊川 用水 が完成 して 本格的に 水が 使用 され始め

た と こ ろ, ( 豊川用水 ほ畑地 か ん が い が 全面積 の 妬を 占

め
, 水 を使 っ て の 畑作経営 に農民 が非常 な熱意 を有 して

い る地 区で ある
｡) 遅芙半島 の 農家 の 方々 は 非常に 頭の よ

い 方が 多くお られ て
, 豊川用水の 水を単打こ畑地の ス プリ

ン ク ラ
ー に 使用す るだけで なく実に い ろ い な 面 に 使 っ

て
, 農業経営 に 役立 た せ て お られ る事を 発見 した ｡ 例 え

ば, 大根 や 蕉の 収穫 の 際 に は 畦が どぶ どぶ に な る程水を

流 し て か ら大根 を 引抜く｡ そ うす る と , 全然手間が か か

らず面 白い ようむこ早く , しか も折れず に抜 け る
｡ 水が 省力

化 と商 品価値を 高め る効 果を果 た して い るわ けで ある
｡

又収穫寸前 の 野菜に 水をか けで重量を重 くし て 出荷量 の

増大 をほか る｡ 更 に 頚 の よ い 人は
, 真夏の 炎天時 糾 ま,

ス プ リ ン ク ラ
ー

を鶏舎の 屋根むこ取付け, 鶏 舎を 冷房 して

暑 さに ク ダ っ て い る鶏 を 元気づ け産卵を 促進 させ る等々

農業用水 と して の 水が , 作物の か ん が い 以外 に 如何に 使

用出来 るか の 見本を み せ て 戴い た ｡ 筆者 等が 当初考 えて

い た 以上 の 立派 な農業経営の た め の 雑用水 で あ る｡ ｢ こ

の よ うな水 の 使 い 方は 水利計画上考えられて い ない の で

や め て ほ しい
,

こ ん な使 い 方を されて は水 は い く らあ っ

て も足りた もの で は ない , 絶対 反対 ! + と云 う事 は易 し

い
｡

しか し, 水を こ の よ うに 使 用す る こ と ほ , 農業経営

上か ら言え ば, なか なか よ い ア イ デア で あ っ て 禁止す べ

き こ と で は ない と思う｡ なん とか こ の ような使 い 方を正

当化 して , ど し ど し農業 経営の 合理化 の た め に 使用 し て

賃う事 を考 え るの が , 農民 の た め の 農業土木技術者 の 道

で ほ ない だ ろ うか ｡ とす れば ,
こ の よ うな雑用水 を水利

計算上 に も計 上し
, 水利 権上で も娘 用水 な含む ｢農業 用

水+ と して , その 権利を確立 して おく事 が必 要 で ほ ない

だ ろうか
｡ 今後ゐ水利計 画上の

一

つ の 問題 点と して提 起

した い
｡ た だ し こ の 場 合に ほ 農業 用水 も上工 水 と 同 じく
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料金制 に し て
, 農家 が農業経営 の 上 か ら ｢考 え る水 の 使

用+ , ｢儲 ける た め の 水 の 使 用+ が 出来 る よ うな状 態に し

て お きた い ｡ そ れ が又 農業経営の 合理 化の 道に も つ な が

るもの だ と思う｡

6 . 有効雨量の 計画 と現実

紙面 の 余裕も ない の で最後に 水 田か んが い の 場合の
,

降雨 の 有効度 に つ い て簡単に ふ れ てみ た い ｡ くわ し い 分

析 は後 の 機会 に譲 る こ と と し て
, 愛知用水 の 管理 面か ら

見 る限り, 水利計画の 有効雨量の 考え方は 現実の 使 用実

態か らみ る と, 水量的 に 危険側に あ る ように 思う｡ 計画

では
, 日雨量 5 脚 未満 は無視 し

,
5 脚 ～ 5 0 仰 の 雨量を 半

句 ( 5 日間) ごとに 集計 し て
,

そ の うちの 80 % ～ 9 0 % を

有効雨量 と し て , 半句 どとに 累計 した 水 田必 要水量 から

差 引い て い る ｡ と こ ろ が , 愛知用水 の 各支線 の 実績額水

量 と雨量 との 関係を調 べ て み る と , 大 略の 傾 向で ほ ある

が , 次 の 点が 指摘 され る｡

( 1) しろ か き期 ( 5 月 ～ 6 月) に は , 降雨に よ る取水

量の 滅小ほ 非常に 少な い
｡

(2) 成長期 ( 7 月 ～ 8 月) は30 抑 以上 の 降雨で は
,

当

日牛後 とか 翌 日 の 取水量 を滅小又 は 中止 し て い るが
,

3ひ

加 以下 では 矢張 りそ の 影響ほ 少 な い
｡

(3) 連続降雨 の 場 合は
, 相 当顕著 に取水量 の 滅小が み

られ る
｡

(4) 降雨 に よ る取水量 の 滅小 ほ
, 時間 を定 め て取水 し

て い るポ ン プ 揚水 の 支線等 に は っ きり表 わ れ ,
2 4 時間連

続取水 して い る支 線は影 響が 少い
｡

こ の ような現象の 原因ほ
, 農民 の 用水 に対す る認識 の

程度 , 水 田 か んが い の 形態 ( か け流 しか ん が い が 多い)

等むこよ るも の と考 え られ る が
,

と に かく, 我 々 が考 え て

い る程 に ほ , 雨量 は 有効 に利 用さ れ て い な い よ うに 思わ

れ る｡ 土地 改良区ほ
, 水 の 有効利 用の た め

, 降雨 中お よ

び 降雨後の 通水基 準を定 め て , 降雨に より通水量 を適宜

滅小 させ る よう指導 して い るが ,
こ れ等 の 効果 は あ まり

表わ れ て い な い し, 末端農民 の 評判も よ くな い
｡

今後 の 配水運営上 の 一

つ の 問題点で あ るが
, 水利計画

上 か らも検討 を要す べ き点 で ある と思わ れ る｡

日本唯 一 の農業土木最高技術機関

凝農業土木事業に 関する調査 ･ 計画
･ 設計 並 び に施工

･ 管

理の受託

農業土木事業に 関す る 高度の 技術的事項 に つ い て の勧告

並び に 判定

う毎外聞発事業 に対する農業土木技術の コ ン サ ル テ ィ ン グ

業務

財団
法人日本農業土木コンサルタンツ

理 事 長 ･ 農 学博 士 作 間 虞

東京都港区新棟5 丁目3 4 番4 号農業 土 木会館4 階

T E L 直通 (4 3 4) 3 8 3 1 ～ 3
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( 報 文〕

愛知用水 ･ 豊川用水 に お け る 水路施設管理 か ら

み た設計上 の 問題点 に つ い て

野 崎 伸 也
*

月 次

は じめ に … ･ … … ‥ … … ‥ - ･ ･ ･ … ･ … ･ … ‥ ･ … … (5 1)

水路 施設 と 塵介むこつ い て
…

‥
… … ･ … ‥ … ･ …

(5 1)

開水路 ライ エ ソ グの 亀裂と 破損に つ い て … (5 4)

水路の 粗皮係数に つ い て … … … ‥
‥ …

･ …
… ･

( 5 5)

1 . は じ め に

水 資源開発公団中部支社に お い ては, す でに 完成 した

愛知 用水 お よ び豊川用水 の 管理 業務と新鹿事業 で ある木

曽川 用水 ･ 三 重用水 お よび長 良川河 口堰 の 建設業務 を担

当 し て い るが
, 愛知用水 か ら豊川用水,

そ して 今回 の 新

規事業 へ と移行 する 間, 常甘こ設計 ･ 施 工
･ 管理甘こ種 々 の

改良を加 え て い る ｡ しか し設 計と管理 は ともす れ ば月り々

匠考 え る傾 向が 強く, 管理 か ら設計 へ の フ ィ
ー

ドバ ッ ク

が なお ざりに され て い る ように 感じ られ る
｡

こ れ らの 理

由に つ い てほ , い ろ い ろ な 問題点 が あろ うが過去の 施設

管理 の 経験 を新 しい 設計に 取 り入れ さ らに 社会 の 進歩†こ

も追 随 した い わ ゆる F 水路 の 近代化』 を 図る の が, 今後

の 最 重要テ ー マ で ある と考 え られ る ｡

愛 知用水事業 は昭和3 6 年1 0月 ,
豊川 用水事業 は昭和43

年 6 月か らそ れ ぞれ 管理業務 匠 入 り,
すで に1 0 年,

4 年

を経過 し, 新 しい 建設業務も 予定 通 り進行 し て い る が
,

こ の 際, 管理 面 か らの 諸問題 を 振起し ご批判 を あお ぎた

い と思う｡

愛知用水に お い て , 本年 5 月か ら施設の 総点検を 行 い

つ つ あ り, 現在 ま で㌢こ相当数の 要改良事項を 摘 出 し た

が, そ れ らの 施設が 充分な 挽能を 発揮 して い ない 要因の

うち , 管理の 立場か ら見て 今後設 計に考 慮し て ほ しい も

の は
,

約30 % 程度 あると判断 され る｡
こ れ らの 管理 と設

計 は特に そ の 考慮が 必 要 で ある｡

2 . 水路施設と 丘介に つ い て

ゴ ミ の 処理 は都市部 の 人家だ けで なく山間部 な どむこ設

ける水路施設 に お い ても重大 な問題点の
一

つ で ある ｡ 最

近 の よ うに土地 開発 が進む と水路に 流 出す る ゴ ミの 種類

･ 量 が急 激に 増 加し
, 特に 台風 期, 雨 期に こ の 傾 向が 集

中 し て表わ れ , 大量 の ゴ ミ の た め 取水お よび 通 水の 能力

●
水資藩開発公団中部支社 建設部第 一 設計課

5

6

7

0
0

継目か らの 漏水書こ つ い て
… ･ … ‥ … ‥ … ･ … ‥ ･(5 5)

調整池 ･ フ ァ
ー ム ポ ン ドの 設置に つ い て ‥ ･( 5 6)

管理 上 の 事故に つ い で ‥ … ‥ … ･ … ‥ … … …
･

( 5 7)

そ の 他 の 問題 点に つ い で = … … ･ ･ ･ … … ･ ･ … ･( 5 8)

低下 を招き,
ひ い て は水路 の 損傷, 欠壊に まで お よぶ 場

合も ある と考 えられ る｡ 発電用 ダ ム な どで は 自動 除塵装

置 の 設備が 多 い が , 用排水路に お い て は か な り遅れ て い

る現状 で あり 『水路 にお ける除塵』 は 根本的むこ考 え直す

必要が ある
｡

現在 ,
ゴ ミが水路管理上 に 与 え て い る 障害 と し てほ

,

① 取水 エ , 分水 工 に お い て
, 必 要水量 の 取水 が 困姓

な こ と ｡

② 水路甘こお い て, 断面 縮小 の た め , 計画流量 の 通水

が 困難な こ と｡

⑨ 末 端施設 に お い て は数 ミ リの 大 きさ の ゴ ミが ス ブ

タ ン ク ラ
ー な どの 機能を 阻害 し, 自動か ん が い 方式に 支

障を 与 えて い る こ と｡

④ 上 工 水 との 共用お よび 温室栽培の 発達に より, 年

間通水の 必 要量が 多く, 非か ん が い 期の 清掃 ･ 補修が で

きな い こ と ｡

な ど ,
こ れ らの ゴ ミが 原因 となり, 管 理業務の 複 雑化,

水路施設の 損傷な ど大きな障害 とな っ て い る
｡

愛知 用水, 豊川用水に お ける取水施設か ら末端 まで の

現状 の 一 例 を示す と ( 写- 1 ) ～ ( 写- 15) で あ る｡
こ

の 細部 に つ い ては 別 の 機会に ゆず る と し
,

とりあ えず次

の 点-こ留意す る必 要が あ る
｡

① 水路 の 管理業務は
一

言 で云 え ば 『ゴ ミ との 開 いj

と云 っ て過言 では な い ｡ 気 ま まに 捨て る ゴ ミもあり, ま

ず 防塵対策 を た て , 次に 除塵, 更 に そ の 処理 と数 100 血

に お よぶ 水路網に 対 して も貯水池 ･ 取入 口 か ら末端 まで

系統的甘こ考慮 しな ければ ならな い ｡

⑧ 防塵
, 除塵装置は 建設業務の 段階で 考 慮 す べ き

で, ともす る と軽視 され が ちで ある る が
,

そ の 構造, 工

事費に つ い て ほ重 要構造物 と し て取り扱 うべ きで ある｡

③ 除塵装置 は自動化装置も横極的に 採り入れ, 更に

焼却装置も併設す べ き で ある｡

④ ( 写 -

4 ) に 示す ように ス クリ ー ン 損失水頭ほ ,
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坂本的に 考え直す必要が ある｡

⑧ ゴ ミは 水路全治線か ら入 るの で,
パ イプ ライ ソ ･

分水工 な ど特に ゴ ミに より支障とな る構 造物に ほ 徹底的

に
, また 大 口径 サイ ホ ン ･ ト ン ネ ル な どあまり支障 とな

らない 構 造物で も或 る
一 定 区間 ビとに 焼却 施設 な どを併

設 した完 全な施設 とす る必要が ある ｡

⑥ 今後 の 自動か ん が い 方式の 発展 に伴 い , 水 あか ･

写暮 - 1 牧尾 ダム フ ロ ー トス ク リ ー ン 付近 の ゴ ミ

写某 - 2 大野頭首工 付近 の ゴ ミ｡ 河の 水 面が

ゴ ミの た め 見えない状 態で あ る｡

写真 - 3 頭首工 の 人力除塵ほ 危険を伴 い 重 労働 で

あ る｡ 取りあ げる量 より沈 下す る量の 方

が 多 い , 自動除塵が 必要で あ る
｡

藻な ど小さい ゴ ミ の 除塵も考慮す る必要が あ る｡

写ま - 4 ( 写 -

3 ) を ス ク リ ー ン 内部か ら見た も

の
｡ 約 1 皿 の 落差が つ き通水ほ どくわず

か で あ る｡
ス ク リ ー ソ ロ ス の 設計値は 1

甜 程度 で ある｡

写真 - 5 幹線水路始点付近

④ 有刺鉄線に よ る ビ ニ
ー ル 除去た め

の ス ク リ ー ソ
｡

⑳⑥ 漁網 用 フ ロ ー ト利用 の ネ ッ ト ス

ク リ ー ソ
｡

写真 - 6 写- 5 の ④部を拡大 した も の ｡
ゴ ミ の 浮

遊 が 目立 つ
｡

-
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写 真- ア サイ ホ ン 入 口 の ス ク ワ ー ソ
｡

下半分 は人 力除塵 で ほ不可能 で, た また

ま落水 した と きの 写真 で ある｡

写 真 - 8 ( 写 - 7 ) の ス ク リ ー ン を引き上 げた と

きの 状態｡

写真
-

9 取 りあげた ゴ ミ も焼却装置が な い た め 乾

瞳を ま つ 方
†

, そ の 間iこ又水路に 戻 るの も

多 い ｡

写 真- 10 分水工 前面 の ネ ッ ト ス ク リ ー ン
｡

水 ゴ ケ, 藻 な どが発生 して い る｡

写 真 - 11 塩 ビ パ イ プに よる 温室 内の 自動か ん

が い 方式｡

写文一12 ( 写 - 1 1) は こ の 部分 よ り散水す る｡

水 ゴ ケな どが つ ま りか ん が い で きな い 場

合が 多 い
｡
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写 真 - 13 幹線水路 に追 加設 置 した ロ ー タ リ ー 式自

動除塵挽｡

写 真- 14 阪 神水道 企業 団, 大道 ポ ソ プ場 の 沈砂 池｡ 鼻

水 にお い ても こ の 程度 の ネ オ ス ク リ ー ソ 自動

除塵機 ( 家扶 の も の) が必 要 で ある｡

写 暮- 15 ほ 場に 設置 した 藻 な どを 除

去す る濾過式除塵機｡

3 . 開水路 ライ ニ ン ゲの 亀裂 と破損 に つ い て

従来 の 水路に は あまり例 をみ なか っ た ｢ うす い コ ン ク

リ ー ト ライ エ ソ グ開水路+ を 施工 して か ら的10 年経過 し

た｡
コ ン ク リ

ー ト部 は水路の 安定の た め で なく, た だ舗

装 と し て の 役 目をも つ こ の 型式 でほ , 管理上 種 々 の 問題

を生 じて い る ｡ 昨年 8 月東郷第 4 開水路 に お い て ( 写 -

1 6 ･ 1 7 ) の よ うに連続10 枚 ( 延長38 m ) が 披均し た ｡
こ

の よ うな事例 の 比率 はわ ずか で あるが10 件程発生 し てい

る
｡

こ の 場合 は最 大時 関南量62 価■
,

日雨量 309 耶
, 又 ,

み ずみ ち と な っ た 不達水 性基 盤上 の 透水 層 , そ の 他特異

な条 件が重 な っ て い るが , 現在 の 通 水は 上 工水 を 含むの

で 通水 しなが らの 復旧 工事 は
,

か な りの 日時 と工 費を要

す る
｡

ライ ニ ソ グパ ネ ル の 亀 裂むこ つ い て は , 愛 知用水 の 約17

如,
′くネ ル 数朗00 枚の 調査に お い て そ の 発生原因を 想定

した 結果 を ( 表- 1 ) に 示す｡ 発生 パ ネ ル 数は 約130 0 放

で16 % を 占めて い る｡

⊥ 般 に コ ン ク リ
ー ト構造物 に お い

て 亀裂が 生ず る こ とは 重大な 問題で あ るが ,
こ の タイ プ

で ほ 多少 の 亀裂ほ 避 け られ な い し, 表面被 覆とい う目的

写 真- 16 うす い コ ソ ク リ
ー

ト水路 の 破損 ｡ 背 後地

は わ ずか 2 ～ 3 m で ある ｡

写 真- 17 (写- 16) を 拡大 した も の
｡ 土の う で応

急処置を し, 必 要量を 托す｡

- 5 4
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写真一柑 逆 丁型擁壁 で 復 旧｡

表 - 1 開水路 ライ ニ ソ グの 亀裂

原 因 亀裂 発生枚数 l 左 の 率

地 下 水 圧 439
枚‡ 34

%

土 圧 1 75 【 6

不 等 沈 下 l 曲5 1 3 7

コ ン ク リ ー ト厚 の 変化 【 86 + 7

収 縮 亀 裂 1 34 l 2

基 盤 凍 結 1 9 † 1

施 工 不 良 i 55 弓 4

事 故 1 124 1 9

計 1 1 , 3 0 7 1 1 0 0

で あ るの で い く らか の 亀裂は 許容 され る｡ し か しE 時 と

-共 に 拡大 して 発達し て い く亀 裂ほ 放置 す る こ とは 出来 な

い ｡

亀 裂調査ほ 今後も充分行う べ きで , 又 , 建設 費は安 価

‾で あ っ て も 3 , 4 0 年の 管理費を併 せ 考えて 水堵 型式の 選

‾定 がJ蕗要で あ る｡

なお
, 現設計 で は, 標準型 で ある 無筋 ライ ニ ソ グ塑 ,

亀裂 をで き るだ け防止 し止水 性の 高い遮水 ライ ユ ン グ型

(鉄 筋を入 れ ジ ョ イ レ トお よぴ ドレ ー ン に 特 に 留意し た

‾も の) , 比 較的地 質の 良く ない 区間に適 用する 鉄 筋ライ

エ ソ グ型 ( 前の 2 つ よりも断面 を原く し て い る) の 3 塑

二式に よ り対処 し て い る ｡

4 . 水路 の牡鹿保数 に つ い て

愛知用水 の下 流部に お い て し ば し ば流量不足を生 じ配

水 管理に 支障 をきたす の で , 毎年流量測定 を行い 取入 口

の 取水量 を調節 し てい る｡ そ の デ ー タ ー か ら流量減少 の

原 因 を単に 粗皮係数の 変化で あ ると仮 定す る と約10 年間

把 ( 0 ･ 0 1 2) か ら ( 0 . 0 1 4 7) に 変化 し で い る｡ 当初は セ

キを仮 設 して の 測定で あり,
2 回 目か らは

一

閃水路 に お

～､ て プ ライ ス 流量計に よ る測 定で あ るが, 次の凝 問点が

考 えられ る｡

① 粗皮係数 は年月 と共に 変化す るの ほ 確か で あるが

或 る年月 で
一 定値 となる の だ ろ うか ｡

② こ の 場合, 設計上 の 粗度係数は 竣工 時 よりむ し ろ.

或 る年月 を経 た状 態を考 える必要が あると思われ るが,

例 えばメ タ ル ホ ー ム と ス テ イ ー ル ホ ー ム の 設計値に 差が

ある の は 妥当 だろ うか ｡

③ 年月 と共 に流量が 減少す る理 由ほ 必ず しも粗度係

数 の変化 だ けで なく, サイ ホ ン 内の 滞砂,
ス ク リ ー ン の

ゴ ミな どの 影響 が考 えられ る｡ 粗度係数は 単 に 表面租度

の み を示 すも の で なく
, 水路全休の 流量 変化を 示すひ と

つ の 係数と見 る べ きだ ろうか
｡

いずれに しても こ の ような現状と ( 写- 19 ･ 2 0) に 示

す状態も考慮ト, 阻度係数の 設計値ほ 如何に あ る べ きか

重要 な問題点の ひと つ で あ る
｡

写真一19 10 年経過 の 開水路側壁 ｡ 木製型 枠とス テ

イ ー ル ホ ー ム の 蓋 ほ感じとれ ない ｡

写真 - 20 同じく床版｡

石 , 雑物に より租度係数 とは 何か , と考

えさせ られる ｡

5 . 継目 か ら の 漏水に つ い て

漏水の 最大原因は
, 各構 造物の 継 目の 不 良で ある と断

定 して も差支 えない
｡ 事 例と し ては サイ ホ ン管休部, 開

水 路 とサイ ホ ン の ト ラ ソ シ 汐 ヨ ソ の継 目か らの 漏水事故

ー 5 5 -



が 非常 に 多い
｡ 目地 材の マ ス テ ィ ッ ク フ ィ ラ

ー

は 施工 後

数 ヶ月で ほ がれ易く な る の で
, ( 図

-

1 ) の ゴ ム シ ラ
ー

塾 を , また 従来 の 止水坂 ほ
, 施 工 不良 とな り易く不等沈

下 に 対 して も弱点が ある の で 同 じく ( 図一 1 ) の 型 式を

± 3 . 5
2 3

3 . 5 1 ±
1 6

9 0
0

も む J

後で打設す る 先 に打設 する

ゴ ム シ ラ ー 型

用 い た 方が よ い と思われ る｡
こ の 型 は約1 0 c訳の 不等沈下

に対処 で き, 施 工的 にも有利 で ある ｡ 継 目に つ い て更 に

慎重 な設計 ･ 施 工 が必 要で ある ｡

1 0 5

2 3竺
衛ど

0･ 48

T
の

l.n

▼ }

M

1 0 1 0
一

3 3 ｡ n
■■10

寸

く⊃ ･
寸

. Lr)太一

15
;2+

製 品 の
一

例

60 60 .

施 工 の
一

例

園- 1

6 . 調整池 ･ フ ァ
ー

ム ポ ン ドの 設置 に つ い て

多目的大過模用水 の 配水計画に は, 水 の 有効利用 の た

め の 調整 池お よび フ ァ
ー ム ポ ン ドの 設置 が 必 要で あ る｡

愛 知用水の 愛 知池 ( 東郷調整 池) , 佐布里 池 ( 知多 調整

池) , 豊 川用水 の 三 ソ ロ 池, 初 立 池, 駒場池は そ の 効果

を 発揮 して い るが ,
こ れ ら調整池ほ 多額の 費用が か か る

の で 設計時に は ど うして もそ の 設置に 制約 を 受 け や す

く,
こ の 結果配水管理の 困難,

無効放流 な どの 問題点が

起きて く る｡ 愛知 ･ 豊川に お い て もそ の 位置, 数 ,
規模

な ど検討す べ き点が あり
,

まず愛知用水に お い ては
,

① 中間部 に 設 けた 愛知他の 効用 と して
, ④配水管理

が 円滑に 行 な え る こ と｡ ⑥水路 の 補修工 事が 容 易 な こ

と｡ ①木 曽川 の 余剰水 を十分利 用で きる こ と｡ ④幹線水

路 の 断面 を縮小 で きた こ と ｡ な どが ある が , そ の 下流部

で ほ 無効放 流が余 儀なく さ れ て い る ｡ 当初 は配水管理†こ

よ り殆 どカ バ ー

で きる と考 え て い た が , 実 際に は 調整 池

が ない 限り無効放 流を 防止する こ と は 不可能に近く
,

末

端部むこ更 に 1 ケ所設置 する必 要が ある｡ 末 端の 放水 工 か

らの 放流量 は 年間 8 , 0 0 0 千 m
3 に お よぷ 年も あり全 く む

新 止 水 板

ノレ

フ
ー

だ な事 で あ る｡

② 支線 水路 の 調整 池で あ る フ ァ
ー ム ポ ン ドは 設置 し

て い ない の で 配水上 非常に 困難で あ る｡

豊川用水に お い て ほ
,

① 東部幹線水路末端部むこは
, 初立 池を設 置 し た の

で
, 無効放流量 を完 全 に 貯水 し

, (実 際は こ の 他 よ り出

る三 つ の 支線水路 (合計 Q 幸1 . 7 m 8/ S) ほ 配水計画 か ら･

除外 し残流量で まか な っ て い る ｡) そ の 効果 は充分発押 し

て い る｡ 中間部 の 三 ツ ロ 弛も有効 で ある が こ の 間約55 血二

の 水路補修 な どの た め 吏に 中間軒こも う 一

ケ所必 要 を感ず

る｡

⑧ 支線水路 に つ い て は フ ァ
ー ム ポ ン ドを杓 200 ケ所l

設 置 した の で 有効で あ るが , 幹線水路自体に 調整能力 を

も た すよ う設 計 した10 ケ所 に つ い て ほ , 水位変化 が大 き̀

く利 用困難 で ある の で追加設置 する必 要が ある ｡ 又 , 貯 水

量(20 A u り ほも う少 し大 きく し, 設置位置 に つ い ても 実

際 の 管理 団体 を考 慮 して決 め る べ きで ある と思わ れ る ｡

③ 西部幹 線水路 中間部 の 駒場池 は有効 で ある が
, 末

端部 ほ浄水場 の 給水槽程度 で ある の で無効放流 は避 け ら

暮
A u ; m 3/d a y /b a
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れ ずも う少 し大 きくす べ きで ある と思われ る ｡

以上, 適 当な位置 に 適量 の ポ ケ ッ トを有す る地形 な ど

条 件が 難か しい が , 多目的大規模 用水路すこお い て は , エ

費増と なる が
, 最小限, 中央付近 1 ケ所, 末端付近 1 ケ

所 の 調整 池を設置 する 必要が あ ると思われ る ｡

7 . 管理 上 の 事故 に つ い て

愛知用水に お ける絢10 年間の 事故件数は ( 表一2 ) の

と お りで ある｡

② 盗 難

① 人身事故

表- 2 愛知用水の 事故

諜一覧
落
雪i 投身自殺 陣頭

‾

よ

3 6 , 3 7 1 4 2 【 O 1 6

3β J 3 2 / 4 / 9

3 9 】 1 【 2 1 0 1 3

4 0 1 2 1 2 1 0 1 4

4 1 - 0 ト O 1 3 ト 3

4 2 3 1 1 1 0 1 4

4 3 1 1 1 1 1

4 4 2 1 4 1 1

計合 51 1 4 1 9 F 3 8

≧でトソ か レ! 調 節堰l放余水工i 開水路
救
ロ

値
lチ

命
ソエ

救
チ

命
プ

行
計

.

.

他
■如

場
庫

現

倉

.

り
l

ぱ
t

工水分
山

】

叫

3 6
,

3 7 .1 1 2 1 1 81 125918 85

3 8 1 1 421
0
001 23

3 9

4 0

4 1

4 2 1 ｢ 1

4 3

4 4

合 計 1 1 1 3 1 】 3 2 2 1 1 2 2 9 13 9 7

③ 機械 の 故障

種

年 度

別
臥 B ･ Ⅴ と取 水 口 l 妄∵てl 放余水土l 分 水 エ ポ ン プ 】 計

36
,

3 7 4 1 4

3 8 1 7 r l 1 0

3 9 1 9

4 0 】 1 3 1 2 1 2

4 1

4 2

4 3

4 4 1 1 1 1 1

計合
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④ 施設 の 破損

去＼竺竺l 護岸 堤体
観測
施設

開水路
水路橋

… ノレ!サ 榊 転義呈!分水工lポ ン プ極道驚廟lそ の 他l 計

3 6
,
3 7 1 1 1 08 1 1 8 1 2 8 1 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 7 1 1 8 6

3 8 1 2 4 9 1 2 1 1 0 1 2 1 7 1 3 】 1 1 1 1 3 】 78

3 9 1 1 1 】 17 1 3 1 6 L 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 8

4 0 4 8 1 7 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 6 5

4 1 1 3 1 【 2 1 1 7 1 2 1 1 壬 1 1 】 l 1 2 】 27

4 2 1 1 一 重 1 1 8 【 1 1 1 【 1 】 1 1 1 1 1 1 3 1 2 7

4 3 1 2 1 】 1 6 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15

4 4 1 5 1 1 1 1 1 1 i l 1 1 1 1 0

合 計 l 17 1 4 1 4 l 2 64 垂 3 4 l 5 0 】 4 l 14 f 2 5 】 4 7 1 1 9 4 4 6

①の 人身事故に つ い て は
,

種 々 の 安全施設 を設置 して

い るに もか か わ らず15 名 の 転 落死 を数 える｡ 安 全 施 設

( フ ェ ン ス ･ ガ ー ドレ ー ル ･ 安全 ロ ー プ ･ ス クリ ー ン ･

各種標識 な ど) に つ い て
, 更 に検討 の 余 地 が ある ｡

② の 盗 矩に つ い て ほ , 竣 工 当初 ほ相当数 で あ っ た が,

そ の 後改良 して い る の も ー 因で漸 次減 少し て い る ｡ ト ン

ネ ル に つ い て は
, 青銅製 の 銘板, 調節堰 な ど に つ い て

ほ
,

チ ェ ソ ･ ゲ ー ト操 作用 ハ ン ドル な どの 付属金 物が被

害を受 け て い る｡

③の 機 械の 故障ほ主 と して 摩耗破損 で あり止 むを得 な

い が , そ の 他取 り扱 い上 の 不 注意, 機械構 造の 欠 陥, 天

災 な どが 原因 と して あ るが, 構造欠 陥に つ い て は検討 し

な け れ ば ならない ｡

④の 施設の 破損に つ い て は
, 設 計上 最も考慮す べ き事

故で あり, 的10 年間に 45 0 件 とな るが ,
こ の 内, 重要工

種 の 内訳 は ( 表 - 3 ) の とお り で あ る｡
こ れ ら に つ い て

も改良工 事 な どの た め 年 と共に 減少 して い る｡

表- 3 愛知用水 ｢施設 の 破損+ 原因別件数

エ 種 l 原 因 l 件 数

閃 水 路 盛 土ノ リ面の 滑 り崩壊 l 14 0

ク 切土 〝 〝 1 5 1

コ ン ク リ ー ト ライ エ ソ グ破扱 l lO

/ ′ 漏 水 1 37

〝 1 デ イ ツ チ破披 1 20

ク l そ の 他

水 路 橋 l 継目か らの 漏水 な ど

ト ン ネ ル l 出入 ロ ノリ面崩壊 19

〝 l 地山 ･ 立坑陥没 1 9

〃 l そ の 他 1 7

サ イ ホ ン 出入 口盛 土ノ リ面 か らの 漏水 l 21

/ ′ 管体 部か らの 漏水 l 22

〝 【 そ の 他 1 8

8 . そ の 他 の 問題 点に つ い て

そ の 他, 実際 の 管理に 当り気づ い た点 を示す が
,

こ の

中に は改 良す る の が 非常に 欺か し いも の
,

或 は不可能に

近 いも の も ある が , と りあえず列記す る｡

切 開水路 関係

① 流量が 絢 3 m
3

/ s 以上 の 開水路 の パ ー ム は , 最小

でも軽 自動車 の 通行可能 な幅 員と し た方が よ い ｡

② 水路 パ ー ム を
一 般通行 用甘こ使 用させ る場 合, 用地

を 節約 す るた め共 用 して い る場合 が 多い が
, 用地 問題 よ

り管理業務 の 問題 点の 方が 多大 で ある の で
, 別 々 に並列

した 方が よい ｡

⑨ パ ー ム の 敷砂利 補修は , 相 当の 費 用を 要 し, 水路

内に入 るの で パ ー ム は 簡易 舗装を した 方が よい ｡

④ 施工 不良も ー 因 と考え られ るが
, 盛 土面の ノリ崩

れに よ る事故が 多い の で , ノ リ面工
･ ノ ブ コ ウ

･ ( 現在

1 : 1 . 5) を 検討す る必要が あ る｡

⑨ また
,
盛 土 ノ リ先に は ノ リ崩れ 防止以外に 隣接地

耕作者の 切取 り防止
, 用地境争い な どを 解消す るた め,

ブロ ッ ク 績又 は コ ン ク リ ー ト板椚工 な どの 設置が 必要で

ある｡

⑥ サイ ホ ン に接続 する開水路始点付近な ど ク イ
ー プ

ホ ー ル か らの 漏水 と考 えられ る区間 が 多い の で , そ の 構

造 ･ 設置位置 な どを検討す る必要 があ る｡

⑦ 水路下 に設 ける横断晴 キ ョ 型式 は, で き るだ け廃

止 し, オ
ー バ ー シ ュ

ー ト型式 とし た方が よい ｡ も し設 け
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る場合は 最小径 ¢ = 8 0 0 程度 と し, 土砂 の 堆賛 を さ け る

た め で き るだ け 急 コ ク 配と した 方が よ い ｡

⑧ 水 路の 縦 断方 向に 設け るア ン ダ ー ド レ ン は , 横断

暗 キ ョ の 地点に お い て 暗 キ ョ 管体に 沿う漏水を 防止す る

た め 不連続 と した 方が よ い
｡

⑨ パ ー ム 側溝, 道路側溝の 土水路は
,

ノ リ崩れ, 革

の 繁茂な ど管理に 困難 なの で ,
コ ン ク リ

ー トロ 字清程 度

と した 方が よい ｡

⑲ 子供に も安全 の た め ガ ー ドレ
ー

ル ･ ハ ン ドレ
ー ん

に 金網 などを 併用 し, 夜光塗料を より多く使用 した 方が

よい ｡

⑪ フ ェ ン ス ･ ハ ソ F レ ー

ル な どの 金物 は腐蝕が は な

は だ し い の で , プ ラ ス テ ィ ッ ク 製品 な どに 検討す る必要

が あ る｡ また 軽量型鋼 ･ 有刺鉄線 は 2 ～ 3 年で 腐蝕 す る

の で 仮設物以外 は使用 しない 方が よい
｡

(玲 サ イ ホ ン 関係

① 災 害復 旧 工事 で あ っ て も水路の 水を 止め る こ とは

今後不可能に な ると考 え られ るの で , 特に 重要なサ イ ホ

ン は 通水量 の 1/ 1 0 ～ 1/ 2 0 程度の 管体を 並列 し複管 式 と し

た 方が よ い
｡

② オ
ー ブ ン ト ラ ン レ 汐 ヨ ソ と閃水路の 境界に は漏 水

防止の た め , 止水壁を 設け た 方が よい
｡

⑨ 管体部 の 用地は 地上棲設定 して い るが , 管理上 の

問題が 多大で あ るの で 買収 した 方が よい
｡

④ ブ ロ ー オ フ ･ エ ア バ ル ブ ･ マ ソ ホ ー ル な どの ふ た

ほ
一

般甘こ縞鋼板を 用 い て い るが , 重い こ と, 小 さくす れ

ば 盗難に あう などそ の 構造を 検討す る必要が あ る
｡

の 調 節堪 ･ 分水 工 関係

① ネ ル ビ ワ ク 自動ゲ ー トの 2 遵 は
, 共 振を お こす の

で あ ま り好 ま しく な い
｡ また 自動ゲ ー ト に も吊 り上 げ装

置 ･ 固定装置を 併設 した 方が よい
｡

② テ ン タ
ー ゲ ー ト は 水位 の 変化 に対 して 調整 が 難か

しく, 量水 の 精度が 悪い の で 検討す る必要 が ある ｡

⑨ 水位調節堰に 設け るサ イ ドウ ェ ア は 出来 るだ け長

く し ある程度 の 流量変化に 対処 でき る よう検討の 必要が-

ある ｡

④ 転倒堰 の 油 圧 に よ る支持力は , 油漏れ 又は 何か の一

原 因に よ り時 間と共に 下降す る傾向が あ る｡ 又 , 開閉部

ほ 土砂 が堆潰す る の で, そ の 採用に つ い て 検討す る必要

が ある｡

⑤ 計 画水位 が 常に保持 され て い る とは 限 ら な い の･

で , 分水 工 は満水位 に合わ す こ と なく低 い 位置に 設けた
.

方 が よ い
｡

⑥ 樋管式分水工 な ど シ ン グル の ゲ ー ト型式の 分水 工

は
,
塗装 な どの た め の 角落し装置が 必要で あ る｡

の そ の 他

① 特 に 夏期 の 上 水道 の 要求量は 使用量 と 差 が 大 き

く, 又 , 農業用 水も水増 し要求 が多く, 大根な ど抜き安

くす るた め の ほ場散水 など の 例も あるの で
, 量に よ る価

格決 定な ど売水制度 の 検討が 必要 で ある｡

②
一 般 に水路断面 は分水量に 応 じて 縮小 し て い る

が
,

送水 ･ 配水 か らみ る と
一 定 区間同断面 の 方が よい の

で , 水路断面決定 に つ い ても管理面 を考 える 必 要 が あ

る ｡

③ パ イ プ ライ ン の 損失水量 は 5 % で設計 し て い る

が , 漏 れ な ども考 え て大 きくす る必要が ある｡

④ 水路 沿線 に 工場 ･ 住宅 が建 ち並 び排水が 水路 内 へ

流入 する危 険が ある
｡ 又 ,

エ 場 の 煙 の た め ゲ ー ト の 錆 び

が急 速に 進む の で こ れ らに対 して対策 を検討す る必要 か

ある ｡

農業 土 木 技 術 者 の た め の

プ ロ グ ラ ミ ン グ の 数 学
一 数値解析, 統計解析, 最適計画入門 -

｢ や さ し い プ ロ グ ラ ミ ン グ+ の 姉 妹 編

夢1 席 数 値解析 ･ 第2 編 統計解析 ･ 第3 編 貴通 計画 の手法

農 林 省 農 地 局 設: 計 課 監 修

農 業 土 木 技 術 連 盟 発 行

B 5 判 二頒価 1 ,2 00円 ( 送料無 料)
10 冊以上 一 括申込 み は 1 割引 学生 は 1 割引
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く報 文〕

土 地 改 良 施 設 の 維 持 管 理 の 現 況

日 次
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1

2 . 管理 の 現況 ‥
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… ‥
… ･( 6 0)

(1) 管理 の 体制
… ‥ = ‥ … ‥ … ‥ … … … ･ ･ … ･ ･ …

( 6 0)

本 稿 は, 土地改良施設に つ い て , 掛 こ国営造成施設を

中心 と し て , 管理団体た る土地改良区の 管理体制, 施設

の 管理基準率 よび 維持管理垂の 面か ら調査 資料 こ よ りそ

の 維持管理 の 状況 を述 べ るも の とす る･ ｡

1 . 国営造成地設と管理 費託

`○ 国営土 地改 良事業 に よ り造成 した 施設 ほそ の 施設に

.よ る利益を 亨受す る農民の 組織団体 で あ る土 地 改良区等

･また は , 都道府県むこ管理を 委託す る こ とが 便宜で あり,

か つ
, 適切 な管理を行な い う る と い う観点か ら, こ れ ら

の 団体 に 管理 を委託す る こ と と して い る
｡

なお 例外的 にほ ,

‾
ダム お よび そ の 他 の 堰簸で 治水上 高

度 の 技循 を要す るか また は , 他種利水と の 調整を 必要と

す るも の で あ っ て , か つ そ の 施設操作に よ る利害が ,
2

都 府県 に わ た るも の ( 北海道は 例外) 甘こ つ い ては そ の 高

度 の 公共性か ら, 必要に 応 じ国 が直轄管理 を行 なう こ と

と し て い る｡ 現在 ,
こ の 国に よ る直轄管理 は, 福島県に

為 る 乳島ダム( 白河矢吹地区) , 愛知, 岐阜県 の 犬山頭首

エ ( 濃尾用水地 区) , 北海道の 大夕濃 ダム
, 川端 ダム( 大

夕 張地 区) , 石 狩川頭首工 , 篠津運河 ( 篠津地区) で あ

る
｡

管理 の 委託 に あた っ て は ,
ダム そ の 他 の 堰堤 また ほ 揚

水 施設 に つ い て は , 国営事業 に 際 し ての 予定管理方法等

･に 従 い , そ の 管理者 と して 定め られ た 者に 委託 し, そ の

'定 め られ た 管理方法に 準拠 して 管理 され る こ と と な っ て

い る
｡ そ の 他受託者 の 選定は , 水路 , 道路 , 防災施設に

あ っ て は土地改 良区を, 干拓堤防に あ っ て ほ都道府県 ま

一

たは 市 町村 を原則 と し , 比較的公共 性が高くか つ 高度 の

管 理能力を 必要と す る施設 は 地 方公共団体に管 理委託す

る こ とを 建前 と して い る
｡

-0 4 6 年虔末現在に お け る, 国営直轄事 業に よ り造成 し

管理委託中 の 施設の 種目別管理主体別数を み れ ば , 第1

一義 の とお り で ある｡

施設総数は 7 , 6 2 8 , 4 2 年虔末現在 の そ れ と比放す る と

農地局管理課課長補任

俊 夫
*

㈱ 管理基準 = … … … … … ‥ … ･ … ‥ = ‥ … = ‥ = ( 朗)

(3) 維 持管理 費 ‥ … … ･ ･ ･
… … ･ … … t =

･ … … … ･( 63)

｢ 道路+ ｢ そ の 他+ が 不 明の た め , 総数 の 比較 は 出来 な

い が , 施設別 で は ダム の20 % 増か ら, 最高 の 頭 首工 の10 0

% 増 ま で 各施設 とも目覚 ま し い 伸び をみ せ
, 土地改良事

業 の 着 る しい 進展 を物語 っ て い る ｡

4 6 年虔末 の 施設別数 を み れ ば , 7 ,
6 28 の うち 水路, 道

路 が8 0 % 近く を 占め , ｢ そ の 他+ ( 北海 道の 防災施設 , 飲

料水 施設 が か な り多 い
｡) が1 5 % , 以下 頭首工 , 用排水機

場, 樋門, 堤防 が ほぼ 同数 と な っ て い る
｡

管理主体別で は , 都道府県は 総体 と し て少 い が,
ダ ム

の 1 , 0 0 0 万 m
3

以上, 用排水機場 5 m / S 以上, 大規模施

設むこ附帯す る樋門 , 1 線堤防 の 大規模基幹施設に 占め る

割合は 高 い ｡ 全体 と し てほ 当然 土地 改良 区が 中心 と なる

が , 特に 道路に つ い て は
一

般通行 の 用に 供す る こ と, 大

部分 が市 町村道 に認定 され る こ とか ら, 市 町村管理 が圧

倒 的に多 い
｡ しか も市町村管理 の 道路数 が多 い た め, 管

理施設合計 で は市 町村管理 が最も大 きい 割合 を示 して い

る
0

2 . 管理 の 現況

(1) 管理 の体制

○ 以上述 べ て来た のは , 国営 の しか も直感事業 に よ り

造成 され た 施設 に つ い て で ある｡
こ れ甘こ国営代行, 県営

団体営を 加 えれ ば , 土地改良施設 はそ の 量に お い てぼ う

大 なも の と な る ｡ これ が い た づ らに 機能劣化 を生ぜ ず,

耐用年数 を短縮す る こと なく, 農業生産 の 手段 と し て
,

資産と し て管理 が なされ て い る で あろうか
｡

特むこ農業水利施設 の雄持管理 と い え ば , 施設 の 機能 的

側面か らみ た 維持管理 , 即 ちそ の 操作 に よる用･排水統制

等の 水利秩序の 錐持管理, 施設を 資産 と して 把撞す る施

設 そ の もの の 維持管理, さら に は , こ れ ら雄設 を管理す

る水利団体 の 機構 の 維持管理 ま で を対象とトて考えね ば

ならない
｡ しか も, そ れ ぞれ の 維持管理 は, 個別むこ独立

して 存在 しう るも の で は なく, 額互に 関連 し影響 し あう

も の と し て存在す る｡

施設そ の も の の 技術的 な適正 管理を問題 と す る 際 に

ー
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第 l 表 国営造成施設種目別管理主体別 施設数 ( 46 年度末現在)

都道府県l 市 町 村l 土地 改良区】農 由l 計

ダ ム 有効貯水量100 ･ m
3

未 満

10 0 ′ - 1
,
0 0 0

1
,
0 00 以 上

計

1

2

9

1 2( 3 3) 2 ( 1)

4

1 5

3

2 2 (6 6) 0 ( 0)

)

)

)

)

7

0

3

0

1

5

3

<

U

(

(

(

l(

6

8

2

6

1

1

3〕

■

卸

頸首工( ゲ ー ト式) 計画取水量 5 Ⅰが/ s 未満

5 以 上

小 計

( 固定式) 5 皿
3

/ S未 満

5 以 上

小 計

計

5

4

9

3

3

1 2 (9)

1

1

1 6

1 6

1 7(1 3)

2 7

2 8

5 5

3 1

6

3 7

9 2( 6 9)

4

4

8

8

1 2 〔63〕 (

7

2

9

8

6

4

3

3

3

6

5

6

31

2

8

0

5

4

0

用水 磯場 計 画 揚 水 量 5 m
3/ s 未満

5 以 上

計

4

2

6 (3)

2 0

2 0( 1 1)

1 4 9

9

1 5 8 (8 5) : ( 1)声｡13 7〕 )001(

4

1

5

7

1

8

1

1

排水 機場 計 画 揚 水 量 5 m
3

/ S 未満

5 以 上

計

6

9

1 5 ( 9)

1 4

1 2

2 6( 1 6)

9 1

2 7

1 1 8 ( 7 2) … ( 3)f｡1｡∴芸…(1｡ ｡)

水路 ダ ム
, 頭首工 関連 1 m

3/ s 以上

そ の 他

計 30 ( 1) 1
, 2 7 5(4 4) 1 , 5 5 7( 5 3) 6 4 ( 2)l〔1 ,

6 1 4〕2 ,9 2 6( 1 0 0)

路

路

道

道

般

定

一

認

路道

計 18 ( 1) 2
,
23 2( 7 8) 4 7 7( 1 7) 1 2 3 ( 4) 2

,
8 5 0( 10 0)

樋 門 大 規 模 施 設 に 附 帯

そ の 他

計

37

3 7( 3 4)

2 1

2

2 3 (2 1)

1 9

3 0

4 9(4 4) : ( 1)l｡83〕 1…言｡;……;
堤 防 1 線 堤 防

そ の 他

計

64

9

73 ( 6 0)

2

1 2

14 ( 1 2)

1 1

2 2

3 3( 27) ニ(1)l｡68〕 1三…(;……;
そ 他 44 ( 4)1 65 4(5 9)l 3 24( 2 9)【 82 (8) 1

,
10 4 ( 1 0 0)

合 計 24 7 ( 3)】 4 , 26 3( 5 6)J 2 , 8 3 0(3 7)J 288 (4) 7
,
6 2 8 (1 0 0)

1

2

3

A
ユ

)注( 本 表は 国営直轄事業 に よ り造成 した 施設 で, 譲与済お よび 未委託の もの を 際く

( ) の 数字は 各施設 の 計に 対 する % を 示す｡

｢ そ の 他+ は 防災施設 , 飲料水施設 , 簡易軌道 等で ある｡

( 〕 印内の 数 字ほ42 年定末 の 施設 数を 示す｡

も ,
こ う した 相互 に 関 連す る而 の 検討が な さ れ なけれ ば

な らな い
｡

と こ ろ で , 農業水利施設に つ い て
, 適正 な管理 が なさ

れ て い るか どうか , 単かこそ れ を 技楯的 な面 の み で 捉 え る

と して も,
こ の 判断に 数字を も っ て 明確 に 答 え得 る資料

を 求めも こ とほ容 易で な い ｡ こ こ で は , 極 め て大 ざっ ば

で ある が , 先に 述 べ た 管 理甘こ つ い て の い ろ い ろ な側 面 の

調査 , 統計 の 数 字か ら管 理の 現況 を推測す る に と ど め

る
｡

○ まづ 管理団体すこ つ い て
, そ の 中 枢を 占め る土地改良

区が
, 管理に 対 し十分 な体制が とられ て い るの で あろう

か ｡
こ れ を 示す特徴 の

一

つ と して , 土地改良区の 職員数

に つ い て み れ ば , 第 3 表の とお りで あ る｡

土地 改良区を , そ の 行なう事業 に より, 工 事を 主とす

るも の
, 維 持管 理を主 とす るも の , 負担金 等の 償還業務

の み で
, 解 散予定 の も の に 区分す る と , 昭和44 年度末現

在 の 土地改良 区総数11 , 8 8 2 地 区の う ち, 維持管理 を主と

す るも の は54 % , 6 , 4 4 1 地 区で ある｡
こ の6

,
4 4 1 地 区に つ

ー
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第2 表 主た る事 業区分別土地改良区数

の

わ

鵜/

吋

そ

や

か ん 排
85 8

(7 .2 % )

償還業 務

解散予定

の

2
,
7 0 4

(2 2 .8 % )

他

全国土地改良区

11
,
88 2 地区

(44 年未)

礫

｢多

排水

さ

噂
邸

海

ネ

短

管理
726

(6 .1% )

･

ヰ

や

争
}

匝

同

伊

伊

.3

(注) 1 . 昭和45 年度に 実施 した土 地改良区実態統計調査による も

の で1 .365 地区の調査結 果を全地区11 .882 に引伸した もの
｡

第 3 表 敬負数別土地改良区数割合

漸 3 ～ 10 人 1 11 人以上

%

専
】

仕 66 ｢ 2 4

専羞任合計1 31 ! 5 2

9

男
f l

%

1 4

( 注) 1 . 本表は 前掲実態調査に よ る
｡

2 . 対象 は維持管理を主 とす る土地改良区で あ

る｡

き , 取負数別をみ れ ば
,

31 % ほ 職員が 居らず ,
1 ～ 2 人

設置が5 2 % ,
つ ま り全体の 80 % まで は 聴貞が 2 名以 内で

ある｡ しか も こ れら職員の 大半が 市町村 , 他の 土地改 良

区或 い は , 農協等か らの 兼任職員で , 専任職見 の い な い

地区をとれば , 全体の 66 % に も達する ｡

敬具が い な い か
, 或 い ほ 少 い こ とほ , 管理す る施設の ･

規模, 構造, 機能等 に よ ると こ ろが 大きく, 合理的な管

理体制 が否 か は 別と して
,

こ れの み をも っ て ,

一 概 に 施

設の 管理が 行なわ れ て い な い とす る こ とは で きない
｡ 即

ち小規模魔 設 を管理する小児 模な団体ほ 当然その 職員 数

ほ 少く てす む｡ 専兼任合計 2 人以内の 地 区の 98 % ま で

が50 0 b a 未満の 土地改 良区で 占め られて居 り, また , こ

う した50011 a 未満 の 土地改 良区の 数 が全体 の86 % も の 大

きな割合を 占め て い るた め , 職員数 2 名以内が8 0 % とい-

う比率 を示す こ ととな っ て い る
｡ 次に

, 土地改良区ほ そ

の 管理す る こ とと して い る旗設 の す べ て を 直接管 理する

こ と なく, そ の 全部又は 一 部を 一 特 に 小規模末端用排

水路に 多い 一 地元部落或い は 受益者の 直接管理 に委ね

てい る場合が 多い
｡

こ の ような実態ほ , 維 持管理費の 負

担区分か らもうか が え る
｡ 即ち , 土地改良区が 管理す る

こ とと して い る施設 の 全 部又は
一

部に つ い て , その 管ヨ邑

に 要す る費用を土地改良区が 支 出せ ず, 部落や 受益者が一

文 出す ると い う地区が 全体の 半数を 占め て お り, こ れは

土地改良区が 直接管理を行なわず, 下部管 理主体に 行な

わ せ て い るも の と認め られ る｡

最近 の 激 し い 兼業化の 進行等に よ り,
こ う した 土地改

良 区の 水利秩序, 施設管理を 支 えて きた 末端部落組織 が一

崩壊 し つ つ あり,
これに よ る管理 の 粗放化が 問題とな っ

て来て い る｡

○ しか し他 方に お い てほ , か なり の 職員を設置 し, 十

分 な管理体制 をと っ て い る大規模な土地改良区も存在す

る｡ 国 県営造成施設を管理す る土地改良区は , 他 と比較

すれ ば,

一 般 にそ の 規模も大 きく, 財政不振 ( 借入金 の

返済 の 延滞, 金融機関か らの 貸付条件の 緩 和, 賦 課金徴

収率 の 不良等) , 業務過怠(土地改良区と し て活動せ ず,

過怠 に よ り業務が 停滞) の 地区 の 占め る割合 ( 45 年度検

査結果的11 % ) も他 の 施設を 管理す る場合 ( 同上結果21

%つ の 半分 とな っ て い る ｡

土地改良 区の こ うした 規模 の 不均
一

性は , 管理団体 の

第4 表 国営造成基幹施 設の 管 理体制

管 理 体 制

基幹適設の 規模

ダ ム

査

数区

調

地

見
る

区

委
有

理
の

管
金
地

の

区

係

地

理

る

管

有

数者循技

人2人l 人
ウ
リ 4 人以上

貯水量
1

,
00 0 万 m

3 以下

1 ,
0 0 0 万 m

3 以上 1 】 4

頭 首 工

取水量
15 皿

8

/ S 以下
11 1 1 3

1 5 m
3

/ s 以上 ウ
一 2

揚 水 機

揚水量
5 m

8/ S 以下
48 1 0

5 m ソs 以上 13

( 注) 1 . 国営直轄事業 地区か ら調査, 4 2 年度｡



重複重畳と絡み 合 い
, さ ら甘こ設立 の 経緯, 目的の 多様性

か ら土地改良 区の 定型化 が難 しく管理指導を
一

層複雑困

難 なも の に して い る｡

○ 以 上ほ 土地 改良 区全般軒こ つ い て で あるが , 国営造成

基幹施設軒こつ い て そ の 管理体制 をみ る と第 4 表の とお り

で ある｡
こ れほ42 年度調査で あるが そ の 傾向は 今もさ し

て変わ りほ ない ｡

こ れ に よれ ば , 基幹施設の 管理組織 に つ い て は ,
ダ

ム , 頭首工 , 揚水機 とも管理委員会を 置い て い な い 地 区

が か なり見 うけ られ る｡

管理係に つ い て み る と, ダム に つ い て ほ 全地区, 他の

施設 でも大部分 の 地区に 設置 され て い る
｡ 管理員と して

技術者を配 置 して い る 状 況を み る と , 貯留量1 ,
0 0 0 万 m

3

以上 の ダム
, 揚水量 5 m

3/ 5 以上の 揚水機に つ い て は全

地区に 技術者が 配置 され て い るが ,
こ れ 以外の 場 合ほ 技

術者の 配置 され て い ない 地区もみ うけられ, とくに 小鬼

模な揚水機むこ は 技術者を配 置 して い ない 地 区が か な り あ

る
｡

以上の こ とか らみ る と, 国営造成施設 の うち の 基幹施

設の 管 理体制は か な らず しも十 全と は い えず , とく に ダ

ム に つ い て は 主任技祷 者の 設置 等が河川法上義務 づ けら

れ て い る こ と か ら, 披祷者 の 養成 , 配置 等管理体制 に万

全 を期 する 必要が ある｡

(勿 管 理 基 準

○ 維 持管理 は所定 の 手続 を経 て定 め られた 雄持管理事

業計 画に基 づ い て行 なわ れる｡ 国営施設 の 管理委託に さ

い しても委 託協定 に お い て財産 の 管理 の 方法甘こ つ い ては

管理 方法 書に よ る こと と し, 施設 操作 の ほか 維持保存 の

方法 , こ れに 要す る費用等 を定 めた 管理 方法 書を つ く る

規 模 地 区数

100もa 3
,
76 1

未満

竺g｡0
もa l

,
8 9 5

竺空
,
｡｡ ｡

もa 4 5 7

1
,
0 0 0 b a

以 上
328

･合 計 6
,
4 4 1

こ とと し て い る
｡

また , 特に大 規模為設 で ある ダム , 頭

首工 の 管理むこ つ い ては , 社会公共の 福 祉甘こ与 え る影 響ボ

大き い こ とか ら, こ れ を 管理す る土地改 良区に対 して ,

維持管理事業計画 に 定め るもの の ほ か , 管理事業 の 実施

の 細目に つ い て管理規程を 設け る こ と を 義務 づ け て い

る｡

こ の よ うに して 管理の 責任を 明らか に する と とも に 施

設 の 操作, 維持保存を 適正 化 し ようと する 措置 が と られ

てい る｡

しか し, 計画書をは じめ 諸親 程とも貯水 , 取水 , 施設

の 操作に 重点が 置か れ施 設そ の もの の 保 全に つ い て は 何

らの 具体的基準もな く, た だ単 に , 施設 を 常に 良好 な状

態に 保 つ た め の 点検整備 を 行な わ な けれ ば ならない と い

う抽象的な文言で す ま して い る の が通例 で ある
｡

一 般企業 に お い て ほ , 施 設の 保 全技 術管理 の 面か ら保

全標準と して 日常検査基 準や定期 換査基準 を設 け, 故 障

して か らで なく予 防的な整備補修 を行 ない
, そ の か ける

べ き費用や 更新の 時期も施設 投資額 の 年回収費用や 操業

劣性或い は 性能劣 性等か ら割 り出 して定 め てい る｡

も ち ろ ん ,
一 般 企業 に お い て こ うした 保全披柵管理 を

必要と して い る条件 が農業水利施設, 管理団体た る土地

改良区に ほ あて は まらない も の が が多 い
｡ む し ろ制度的

に は , 土地 改良区を して そ うした 適正 な保全管理 を行 な

わせ る ような仕組み に な っ て い な い 面 が強 い が , そ の 操

作が地域 社会 に大 きな影 響を与 える大鹿模施設 が増大 し

て い る現在 , そ の 災 害防止 か らも適正 な時期に 計画的 な

整備補 修を行 なわ せ る よ うな具俸的 な管理扱彿基準と い

うも の が 必要で あろ う｡

(8) 維持管理費

第5 表 面 横規模別10 ア ー ル 当 り維 持管理費賦課 額別構成

3
,
000 円以上

賦 課 な し

(26 % )

1 00 円未満
(10 % )
(3 6 % )

1 0 0 ～ 50 0 円
(3 0 % )
( 6 6 % )

5 0

マ議㌍
円

(81 % )

1
,
0

号㍍筋
円

( 97 % )

%

(3)

､

､

＼

l

l

l

(1 7 % )
(1 7 % )
(3 4 % )

(4 0 % )

( ね % ) ‡蓋…諾壬
(8%)
(9 8% )

､

､
ヽ

､
､

＼
! ざ:

(1 5 % )
( 2 8 % )
(4 3 % )

(3 3 % )

(7 6 % ) ‡五言究‡(8% )
%

(2)

/ 壬l

(1 2 % ) ‡芸…究壬
(37 % )
(7 2 % ) 壬左手完壬

(11 % )
( 舶% )

%

(2)

王
､

､
､

＼

( 2 2 % )
(1 4 % )
(3 6 % ) ほ;完‡

(15 % )

(8 4 % ) 至芸手話弓
%

(3)

( 注) 1 . 本表は
､ 前掲実態調査によ る｡ 対象 は維持管理を主とする土 兄改良区｡

2 . ( ) の 上段ほ
､
当該賦課 額ラ ン クの 割合

( ) の

.
下段 は

､
当該賦課額ラ ン クま での 累計の 都合
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○ 施設 の 管理に どれだ

けの 費用カミか けられて い

るで あろ うか
｡

こ れ は 管

理状況を 判断す る
一

つ の

指標ともな る｡

維持管理を主とす る土

地改良区全般 に つ い て10

ア
ー ル 当り維 持管理費賦

課額 を み れ ば 第5 表 の と

お りで あ る｡

一
そ の 特 徴は

次 の ような点で あろ う｡

① 賦課 な しの2 2 % ほ

管理 を全く行 な っ て

い ない か 或い は全 て

地元 部落に管理 を重

ね て い る とみ られる

も の で ,
こ れを含 め

て 500 円未満が全 体

の約70% とな っ て い



る ｡

(卦 しか し,
1

,
0 0 0 円以上も16 % を 占め 地 区の 聞直か

な り の バ ラ ツ キが ある｡

③ こ の バ ラ ツ キ の 程度は 面 積規模別に み て も さ して

変化 がな く, 何ら規模別 の 傾 向は読み とれ ない ｡

取水源 , 取水施設 , 導水路 , そ し て末端施設 まで の
一

γ⊃ の 農業水利 系統を 単 一 の 土地 改良 区が管理す る場合に

ほ こ の 表 の よ うに は ならず ,･ 当然面積規模 の 大 きな 階層

で は 賦課額 の 高額部分 が 占め る割合 は小規模地 区に 比 べ

て相対的 に高く なる筈 で ある｡ 実態 は
一

つ の 水利系統に

;

管理団体 の 重 畳がみ られ る こ と (そ の 意味 に お い て,
こ

の 表 ほ 農家に着目 し 農家 が支 出 した 管理費す べ てを 明確

ヰこ した も の で は ない
｡) 及 び施設 に よ りそ の 要す る管理費

ヰこ大 小が ある こ と等 が 絡み あ っ て こ の 表 の よ うな結果 を

もた ら して い るも の と 思わ れ る ｡ 因み に , 4 2年度調査 に

お ける施 設別10 a 当り経常管 理費 の 最も度数 の 高 い ク ラ

ス をみ れ ば ダム で 5 0 ～ 1 0 0 円 , 頭 首工3 0 円未満, 用水磯

場100 ” 2 0 0 円 , 5 0 0 円以上, 排水 機場30 0 ” 4 00 円 ,
5 0 0 円

以上で あ り施設 に よ り差 異が ある ｡

○ こ こ で , ダ ム の 管理費に つ い て 建設 費に 対 する 割合

お よび 人件費の 占め る割 合を 参考 と して 掲げて おく ｡

第6 表 , 第 7 表は 国営造成 ダム の うち 主要なもの 25 ,

建設省分に つ い て は 河川総合開発事業 の 多目的ダム の う

ち 直轄事業 に よ り造成 した もの 19 お よび 水資源開発公団

の 管理に よ るもの 2 を 対象と しそ れ ぞれ の 比較を 行な っ

た もの で ある｡

対象施設の 平均有効貯水量は 農林 ダム 15
,
2 6 0千 m

3
に

対 し公団が48 , 2 1 0 千 m
3

, 建設 が51 , 別0 千 m
3

と圧倒的に

大きい
｡

1
,
0 0 0 千 m

3

当 り維持管理費ほ 農林の 773 千円むこ

対 し, 公団は23 % 増の 95 4 千円, 建設省ほ45 % 増の 1 , 1 2 3

千 円と な っ て い る
｡

本表 は, 単年度 の 管理費で あり年に よ る変動が 見られ

第 6 表 ダ ム 建設 費軒こ対す る維持管理費割合

5 ～ 15
億 円

t 15 ～ 3 0

億 円

- 30 ～ 5 0

億円建 設 費

ヱニ竺 挫
1 0 . 7 1 % l l o . 9 9 %嘉

林
)

農 林 省 1 1 . 3 4 % 1 0 . 9 1 %

県 2 0 . 4 3 % 5 0 . 5 5 % 3 0 . 4 9 % 1 0 . 4 5 % 0 . 5 0 %

土地改良区 6 0 . 2 2 % 3 0 . 4 7 % 2 1 . 1 1 % 0 . 4 0 %

建 設 省 3 1 . 3 3 % 1 4 0 . 7 6 % l 2 0 . 3 3 % 0 . 8 2 %

公 団 1 1 . 2 0 % 1 0 . 2 5 % 0 . 7 3 %

計 9 1 1 6 1 3

(江) 1 . 維持管理費 は4 5年度 , 建設費 は4 5年度 に ス ライ ドした も の ｡

2 . 左数 字は該 当施設数 , 右 % は建設費に対す る維持管理費 の 割合｡

第7 表 ダム 管理費に 占め る人件費 の 割 合

平 均

52 %

10 0 億 円以上喜票㌍j 5 ～ 15

億 円

ト5

二 牡 二軍
(

農

林
)

農 林 省 1 30 % ト 1 83 % l l 1 3 8 %

県 2 5 6 % 5 4 8 % 1 3 4 6 % l 1 3 0 % 5 3 %

土地改良区 6 74 % 3 7 9 % l 2 4 2 % 6 6 %

建 設 省 3 50 % 1 1 4 4 3 % 2 4 9 % 1 4 7 %

計 9 】 9 8 1 1 6

,

山

り
少

釦( 鮭持管理費, 建設費ほ第 6 表 に 同 じ

左数字 は該 当施設数 , 右 % は管理費に 占め る人件費の 割合

て い な い こ と , 最近 の ダ ム では 用地補償費 の 建設費 に 占

あ る割合が高く建設費 が施設 の 規模 を 反 映し得 ない場合

が ある ごと, ダム の 構造 や機能 の 両 で ? 管理 内容 の 羞異

か見 られ て い な い こ と等 の 問題 が ある が
,

こ れ を 捨象し

て 本表 を眺め れば次 の こ とが 言え る
｡

① 農林 省, 建 設省, 公団が0 . 7 3 ～ 0 ･ 9 9 % 支出 し てい

る の に 対 し県, 土地改良区で は0 . 4 0 ～ 0 . 5 0 % で約半

分しか 支 出 して い ない
｡

◎ 一 般甘こ施設 の 規模 が大 きく
.
なるに 従 い 建設費 に 対

す る管理 費の 割合 が低く なる傾向に ある｡ た だ し土

ー 64 -



地改良区 でほ 逆 に 規模が 大きくな るに従 い 割合が 高

く な っ て い る ｡

･

(卦 人件費の 割合に つ い て は それ程 明確な傾向を示 し

て い るわ けで は ない が , 大勢と し て′J ､ 規模施設 ほ ど

人件費の 割合が 高い ｡

以上, 維持管理費をその 管理 主体別 の 比較で 見た が
○

こ の 結果か ら次の こ とが 推測 し得 よう｡

① 施設 の 親 模に より建設費 に対す る管理費の 割合 は

異 っ て い る の で , 適 正管理 費の 尺度 とし て建設費 に

対 する割合 を使 用す る場合 に は規模と の 関係を考慮

し なけれ ばならない ｡

⑧ ′ト規模施設 ほ ど管理費 の 建設費に 対す る割合が 高

い うえに
, 人件費 の 占め る割合が 高い こ とは , 管理

面か らみ て小規模の 不経済性が 云 える｡

･(参 単打こ割合 の み を比較 した だけで は , 国に 比 べ 土地

改良区の 割 合が低 い の で 適正管理 が行 なわれて い な

い と言 う こ とは で きない甘こしても , 土地改良区の 管

理施設 に は 当然 割合が高 か る べ き筈 の 小親模 なも の

が多 い だ けに土地改良 区の 管理 には 問題 が あろ う｡

･特すこ改良区管理 で は人件費の 割合 が国, 県すこ比較 し

て 高い の で, 補修費等 の 直接費の 割合が
一 層圧縮 さ

規 模 地区数

驚 3
,
7 6 1

竺冒00
b a l ･

8 9 5

竺号
,
｡｡d b a 4 5 7

1

慣賢 328

合 計 6
,
4 4 1

れた か た ち に な っ て い る で あろ う｡

○ 最後に , 維持管理費は どの よ うに し て きめ られ るか

の 問題で ある｡ 国 の 直轄管理地区, 国庫補助を受けて い

る新潟 の 三 排水機場地区に つ い て ほ , それぞ れ 点 検 整

備, 整備補修 の周 期基 準 を設け, 鹿設更新の 年次計画を

射て
,

こ れに 従 っ で 積算 し ( こ の 場 合受益者負担額 が考

慮され る こ とほ 勿論で あ る｡) 毎年の 予 算要求が な さ れ

る ｡ しか し, 予算 の 決定 ほそ の 年度 の 予算 の 総体 の 伸び

の なか で 抑えられ る こ ととな る｡ 各地 区管理 費の 総計 の

伸びほ , こ こ10 年間の 対 前年比 が110% ” 1 2 0 % の 範 囲内

でか急ぼ固定 して い る状況 で ある ｡

○ 土地改 良区は どの ようむこ して きめ るか
｡ 雄持管理費

第 8 表 土地改良区才 出構成 ( 単位百万円)

＼j 事務費～掌理剣士事費 その 他 計

決 算 額j 12 ･ 4 74 い ,
4 9 91 74

･
2 7 7 4 1 , 3 9 5 1 3 5

,
6 4 5

同上 割合J 9 % 卜 6句､
55 % 3 0 % 1 00 %

( 注) 本義 は4 5 年度の 土地改良区換査 結果 (44 年度決算

額) に より, 検査地 区数3
,
9 7 2 地 区の 決算額 の 合計

を全地 区12 , 0 20 に. 引延 した も の

第9 表 面積規模別事業 目的単複状況

単 叫 目 的

( 84 % )

複数目的

( 16 % )

(7 8ク̀) (2 2 % )

(7 5 % ) (2 5 % )

(5 9 % ) (4 1 % )

(8 0 % ) (2 0 % )

(
.
注) 本表は前掲失態調査 に よる ｡ 対象は維持管理 を主とする土地 改良区9

ノに い く らを支 出 し賦課金 をい く らとす るか ほ 総会の 議決

･に より定 め る こ ととな っ てい る
｡ 維持管理費をま第 8 表に

見 る如く才 出決算額に 占め る割合は 僅か 6 % に 過 ぎず,

また 維 持管 理を主 とする 土地改良区に あ っ て も大洗模魔

■設 を管 理す る 1 , 0 0 0 b a 以上の 階層の 地 区は , 第
.
9 表 に 見

る如く維持 管理 の 他に エ 事等の 複数 目的 の も の が4 1% を

占め , 予算支 出ほ 工事関係 に重点が 置か れ, 管理費に 対

す る坂 寄せ が予想さ れる と こ ろ で ある｡

こ こ で些が 飛躍を し極論すれば , 租合点は 賦課額 の 安

き 紅 つ き, 執行部は 事勿れの 安きに つ くの が 大方の 実態

で あろ う｡ そ し てそれは また それなりに至 極当然な こ と

とも云 え る｡ 実 態をみ れば, 多少 の 施設 の 損傷も, 多少

の 管理 の 手抜 きも, さ して 用水 に支障 は ない し
, 施設が 壊

れればそれは そ の 時 で方法ほ あろ うとい う こ とで あ る
･

｡

若 しも適正 な管理と い うも の が あ るとすれば, そ して

また それ を行 なわせ よ うとす るの ならば , それは 形式的

理論的な表現だ けの もの で なく , 実 態に即 し具体 的な利

害得失を明確な形で 示 し得 るもの で なければ ならない で

あろ う｡ そ して , それ が為 し得る よ うな条件 を整 える こ

とが 先づ問題とす べ き こ と で あろ う｡

ー
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Ⅰ ま え が き

並設管理 の 全般的 な重要性や 間凰 点に つ い て ほ
,

こ の

号の あち こ ち で述 べ て い るの で, 本項で は ダム の 管 理 だ

け紅 焦点を 絞りた い
｡

ち ょ う どタ
j

ィ ミ ソ グ良く
,
自本 大ダ ム 会議で ｢ ダム お

よび 付属構造物管理 基準+ の 原案 を検討中な の で
, 本項

を借りて そ の 内容を紹介 し, 併せ て 本案に 対 して の 読者

諸賢 の 御意見 を伺 い た い
｡

Ⅱ 本基準制定 の 経緯

最初に 日本大 ダム 会議の 紹介を して お きた い
｡

大ダ ム の 設計, 旛工, 管理
, 運用に 関する 抜穂面お よ

び経済面 の 準歩発達 をほ か るた め
, 国際大ダ ム 会 議 が

192 8 年に バ クに 創設 され た ｡

日本ほ193 1 年に こ れに 加盟 した が
, 戦争で

一 時中断 さ

れた ｡ 戦後, 昭和盟 年甘こ再加盟 し, 国際大ダム 会議日 本

国内委員会 を昭和37 年に 社団法人 日本大ダム 会議に 改称

して 現在に 至 っ て い る ｡

周知 の よ うに
,

日 本大ダム 会議が 行な っ て い 畠事業 は

次の とお りで ある
｡

(1) ダム に 関す る各基準 の 制定お よび 調査研究｡

(勿 国際大 ダム 会議 へ の 参加 と, 外国 との 技術情報お

よ び資料 の交 換｡

(3) 見学会 お よ び欝読会 の 開催｡

仏) 会誌 ｢大ダム+ の 発行｡

●
農林省農地局建設部改計課

樹
-

8 管 理期 間の 区分 ･ … ‥
‥

… ･ ‥ -
… … … ･ … …

( 6 9)

9 計測 回 数 ‥ ‥ … ‥ ‥ ･ … … ･ … … … … ･ … = = … ( 6 9)

1 0 計測設備 の 管 理 ･ ･ ･ … ･ ･ … = ･ … ･ … … - ‥ … ‥ ( 7 0)

1 1 点 検 … … … ‥ ･ … ･ … … … … … ･ ･ … … … … ( 7 0)

1 2 定親 点検
… … … … ･ … … ‥ ‥ ･ … … ‥ … ‥ ‥ …

( 7 0)

1 3 臨時点検
… …

…
‥ ‥ … ･ …

･
… ‥ ･

‥ ‥ … … ･ ･ … ( 7 1)

1 4 精密調 査･ … ‥ … ･ … … … … ‥ … … ･ = ･ … ･ … ( 7 1)

15 記録 の 整 理 お よ び保管 = … ‥ … ‥ ‥ ･ ‥ … … ･( 7 1)

1 6 補修 そ の 他 の 措 置･ … ‥ … … 川 ･ ･ … … ･ … …

( 7 2)

Ⅳ お わ りに
･ = … …

･
･ … … … … ‥ … … ‥ ‥ … … ･ …

( 7 2)

こ の よ う紅, 日本犬 ダ ム 会議は ダム に 関す る こ とに つ

い て国内最高 の 機関 で あり, 大 ダム 会議制定 の 基準ほ 他

の 基準 よ りも必 らず優先す るもの で ある｡

現在 ま でに 日本大 ダム 会議 が制定 した 基準 と して は ,

ダム 設計基準,
コ ン クリ ー トダム 遊工 基準等が あり,

こ

れ ま で の ダム 技術 の 進歩 と調和に 大 い に 貢献 し てい る
｡

た だ , そ れ らの 基準に よ っ て設計 され 建設 され た ダ ム に

つ い て の 管理匠 関す る基準が ない こ とが , 現在で の 大き

な問題点 と な っ て い る
｡ も ち ろ ん

, ダム 設計基準は
, 将

来 良好 な管理 が行 なわれ る こ と を前提条件と し て制定 さ

れ てい るも の で あるか ら
, 設計基準が あ っ て も管理 基準

が なけれ ば片手 落ちで ある
｡

こ の よ うに
, 保守点検 の ル

ー ル が ない た め
, ダム の 管 理 方法に つ い ては , 各省, 各

県, 各社 ば らば ら な の が実情 で あり, 例 えば , 測定 デ ー

タ
一

に つ い ても お 互 い の 比較 が 困難 で ある等, 種々 の 不

便 を生 じてい る ｡

こ の よ うな背景か ら, ダム 構造物管理 基準 を制定 し よ

うと の 換運 が盛 り上 が り, 各方面 の 代表が 集 ま っ て 分科

会 を作 り, 昭和45 年か らそ の 検討 を開始 して い る ｡ 諸外

国に お い ても ダム 管理 基準 の 決定版 は ない よ うな の で
,

こ れ が完成すれ ば画期的 なも
`

の に な ると思わ れ る
｡
'

現在, まだ 原某 を検討中 で あるが
, 大 ダム 会議 が基準

を制定す る場合 に ほ , そ の 貴任 の 重要性か らi そ の 内容

は もち ろ ん の こ と , 文章 の 一 言 一 句 に至 る ま で慎重 な審

議 を数回甘こわ た っ て繰 り返 すた め
, 最終決定 ま でに ほ ま

だ 多少 の 日数 を要す る ( 多分, 今年 中は 無理 で あろ う)

と思わ れ る の で, こ の 機会に そ の 中間報告を 行 ないi
‾読
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者諸兄 の 御意見 を 聞か せ て い た だ きたい ｡

な お
, 本題 に入 る に 先立ち, 次 の こ とを 注意して お き

た い ｡

① こ の 基準は 名前の とお り, ダム の 構造物,
つ まり

境体お よ ぴそ の 付属構造物に つ い ての 管理 基 準 で あ っ

て
, 貯水池 の 運用に 関す る基準 とは 全く別 の もの で ある

( ダム と貯水池 と を 混同し な い こ と) ｡

恒) こ の 基準 は まだ 案 の 段階 で あるか ら, 正式決定 ま

で甘こ ほ多少 の変更は避 けられ ない
｡ 従 っ て以下 の 記事 の

内容も まだ変更され る 可能性が ある｡

⑨ 上 記の 理 由に より, 本稿 でほ , 基準巣 の 条文や 解

説 をそ の ま ま記載す る こ とは 避 け, 基準iこ組み 入れ よう

と して い る事項 の 内容 を筆者が 整理 し て紹介す る
｡

④ 以下 の 文中 で※印 の つ い て い る文は , 筆者 が説 明

の た めに 付 した 注釈 で ある ｡

なお
,

こ の 基準案 の 審議期間 は既に 2 年単に わ た っ て

い る が, 筆者 が前任者 に交代 して こ れ に 出席 し てか らは

僅 か 8 カ月に 過 ぎない の で, 説 明が不充分ま た は不適 当

な部分も ある と 思うが ,
こ の 点 は御容赦願 い た い

｡

⑤ こ の 基 準が制定 さ れ た場合, 農業用 ダ ム に 対 する

具 体的な 運用方針に つ い ては
, 今後当省の 内外と協議 し

て 検討 し て行き た い ｡

Ⅱ 基準案 の 内容

1 構 成

全体 を次 の 3 章に分 けて い る｡

第 1 章 総則

第 2 章 計測, 点検 お よ び精密調査

第3 章 補修

つ ま り, 第 1 章で は こ の 基 準の 目的 , 管 理 の 構成, 管

理 に 必 要 な基礎資料等 を明記 し て い る
｡ 弟 2 章は 調査 の

内容を, 第 3 章は 補修 の こ とを 規定 し て い る｡

2 日 的

こ の 基準は 高 さ15 皿 以上 の ダ ム お よ びそ の 付属棟造物

( 余水 吐) な どの 安全性 を確保す る た めむこ 必 要な管 理 の

一 般的か つ 基本的 な基準 を示 す｡ な お
,

ダム 硬付部 の 基

礎地盤に つ い ても こ の 基 準を適用 する
｡

た だ し
, 砂 防ダ

ム に は 通用 しな い
｡

(勾 コ ン ク リ
ー ト ダ ム

3 管理の 構成

こ の基準 で言う ｢管理+ とは, 次の 業務か ら構 成 され

る b

管理く≡…ま
計測

点検(霊芝烹芸
精密調査

果に もとづ く措 置 ( 補修 な ど)

4 一管理に 要す る基礎 染料

ダ ム を菅超 する 箇所匠 次 の資勅を保存管理す る｡

A 計画, 設計, 施工 の 資料

(1) ダム 施設概要調査表 ( 大ダム 会議制定の もの)

(2) ダム 本体, 付属構造物 お よ び基礎処理 設計図?

(3) 地質 図

(4) 諸計算 書

a 安定 計算 書

b 設計 洪水量 計算書

C 余 水吐水 理 計算書

b 背水計算 書

e 貯水 池水位容量計算 書

f グ ー

†強度計算 書

(5) 水文, 気象資料

(6) 施工 記録

B 湛水開始後 の 資料

(1) 計測,
点検, 精密調査 記録

(2) ダム 補 修経歴表

(3) 水文気象 資料

(勾 水質 資料

(5) 貯水 池土砂堆積状況

5 計測 の 目的

ダム の 挙身 を監讃 するた め, 必 要 な計減 を し なけれ ば

なら な い ｡ ダム の 挙動は , そ の 安全性に 密接な関連が あ

る の で
, 計測に よ っ てダム の 挙動 を監視す る こ とは, ダ

ム の 安 全管理 上必 要で ある ｡

6 計測 の 項目

計 測項 目は
,

ダム の 型式 お よ び 高さに 応 じて, 表 -

1

の とお りに 定め る ｡

表一1 計 測 項 目 表

型 式 重 力 お よ び 中 空 重 力 ア チ

高 さ 30 m 未満 l 30 ～ 7 0 m l 7 0 m 以上 30 m 未満 l 30 ” 7 0 m l 7 0 m 以 上

量

力

形

水

圧

漏

場

変

漏 水 量

揚 圧 力

変 形

漏 水 量

揚 圧 力

変 形

歪 又は応 力

内 部 温 度

漏 水 量

変 形

漏 水 量

揚 圧 力

変 形

歪又は 応力

漏 水 量

揚 圧 力

変 形

歪又 は応力

内 部 温 度
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(功 フ ィ ル ダ ム

表 面
し ゃ 水壁型

均 一 型 -

20 m 未満 l 20 m 以上

ゾ ソ 塾

3 0 m 未満 1 30 ～ 7 0 m l 7 0 m 以 上

型 式

高 さ

量

形

水漏

変

漏 水 量

変 形

量

圧

形

水

隙

漏

間

変

漏 水 量

間 隙 圧

変 形

量

線

形

水

潤

漏

浸

変

量

線

圧

形

水
一

潤

隙

海

浸

間

変

注 1 ゾ
ー ン 型の 30 m 未満 の ダ ム で

,
間隙圧 の 発生 が考 え られ る もの ほ

, 計測項目 に 間隙圧 を追加 する ｡

注2
‾

ゾ
ー ン 塾 ダム で, 浸透水 が均

一

型 ダ ム に近 い 状 態を 示する考 え られ るも の ほ
, 計滑項 目に 浸潤線 を 追 加 す

る｡

※1 . 漏水量 とは
,

ダム 本体 お よ び基礎地 盤か らの 漏

水量で ある｡ 変形 とは
,

コ ン ク リ
ー ト ダム ゐ場合 は た わ

み ,
フ ィ ル タム の 場合 ほ水平並 び に垂 直移 動真の こ と で

ある｡

※2
, 重 力ダム で 高 さ50 m 未満の 場合, 変形量の 測定

ほ ,
そ の 変動量 が趣く小 さい た め, 意味 の あ る測定が 出

来 な い の で は な い か と の 意見が あ っ た が
, 社会に 対する

覿 明と して湛水初期 だ けでも 測定する こ とに な っ た ｡

※3 . 重力お よび 中空重力 ダム の 30 m 未満 と30 ～ 7 0

m
,

お よ ぴ ゾ ー ン型 フ ィ ル ダム の30
～ 7 0 m と7 0 m 以上 と

ほ
, 計測項目は 全く同 一

で ある が , 後述 の 測 定回 数の 項

で 区別 が ある た め本項 でも区別 して い る｡

※4 . ウ ィ ル ダム に つ い て の 計測項 目ほ
, 現行 の 農地

局設計基 準と同 一

で ある ｡

7 計 測点 の 選 定

前項に 規定 した項 目を 計測する 箇所 ,
つ ま り測定計券

の 設 置箇所 は ダム の 安 全を適格 に把握 で きる よう次の 位

置甘こ選 定する ｡

媒 基準案 では ｢ 軋点J 二と 言う言葉 を使 っ て い る が
,

こ の 言葉ほ 測量 の 測点 を想定 させ る の で
, 別 の 表現方法

が ない か との 意見が 出でい る｡
こ の ｢計測点+ は 筆者 が

勝手甘こ使 っ て い る言葉で あり, 基準制定 の 際甘こほ 別 の 言

葉に な っ て い る と思 う｡

A 漏水量

ダム 本体 お よ び基礎地盤か らの 漏水 を適 当な箇所 で 測

定す る｡

表面 し ゃ 水壁型 ダ ム で 排水 層を有 する場合 ほ
, し ゃ 水

壁 か らの 漏水 と基礎か らの 漏水 を分 離 して 測定する
｡

B 揚圧 力 ( コ ソ
■
ク リ

ー ト ダム)

重力ダム お よ び中空重力ダム では 各 ブロ ッ ク毎に 1 箇

所以上 , ア
ー

チダム で は ク ラ ウ ン 断面 お よ びそ の 両側に

そ れぞれ 1 箇所以上 の 計測点を 設け る｡ ※

な お, ア ー チダム で は , ダ ム の 安定上, 必 要に 応 じて

岩 盤内の 間隙圧を 測定す る こ とが 望 ま し い
｡

※ 揚圧力の 大き さは 測定す る位 置 に より, か なり相

蓬 する ｡

一 方 , 重力ダ ム お よ び中空重力ダム では 揚圧 力

の 大き さが ダ ム の 安定に 大き な影響 を及ぼす｡ 従 っ て ,

こ れらの ダ ム に つ い て ほ , ダム を安 全に 管理す る た め ,

揚圧力の 測定箇所 を 多く規定 し て い る｡

C 浸潤線 ( フ ィ ル タム)

均 一

型 フ ィ ル タム で は, ダム の 代 表的 な横 断 面 を 書

び
,

こ の 下流側法面 に 3 箇所以 上 の 計測点 を設 ける｡ 特

に掟頂長 の 長 い 場合 に は適宜横断面 を選 び計測 点を追加

す る
｡

なお, ゾ ー ン型 ダム で あ っ て も, 浸透水が 均 一 型ダ ム

に近 い 状態を 示す と考えられ るもの ほ
, 均 一 型ダ ム に 準

じて 計測点を 設け る｡

D 間隙圧 ( フ ィ ル ダム)

代 表的な横断面の 不透水 ゾ ー ン お よび 半透水 ゾ
ー ン で

3 段以上の 測線を 選 び
,

その 測線上に 底部で は 4 箇所玖

上, 上部 でほ 2 箇所以上 の 計測点 を設 ける
｡

水 位の 降下 が 大幅か つ 急激 なも の に つ い ては
,

上 流側

に も計守臥点を 追加す る｡ ※

土質基礎の 場合ほ
, 基礎地盤中 に も適当数の 計測点 を̀

設げる ｡

※ ｢大幅 か つ 急 激+ の 産 産むこつ い て, 本基準 で 明確

な数字 で規定 する こ とほ 困難 で ある が , 分科会 で そ れ を

検討 した 際に
, ｢大 幅か つ 急 激+ の程度と して ほ

, ｢ 6

時間運転+ を考 え て 1 日 の 変 動幅が10 m 程 度と考 え て よ
.

い
｡ + と の 意見が あ っ た ｡

なお
, 水位 の 変動が大 幅か つ 急 激で あ っ て も間隙圧 か

ほ と ん ど残 らない ダム も あり,
こ れ だ けで ダム 上 流側忙

計測点 を 追加 する こ と ほ規 定で きな い の で は ない か , ま

た , 間 隙圧 の 計測 値ほ ロ
ー カル な影 響が大 きい の で , ほ

た し て 良好 な記録 が 得られ る か
,

と の 意 見が あ っ た が ,

こ れ らに つ い て は 今後の 検討課題 と して 保留 して い る｡

E 変 形

(1) コ ン ク リ
ー ト ダ ム ( た わ み)

最大横断面 また ほ そ の 付近 の 横断面を 選 び, そ の 断面

の ダ ム 頂 に 計測点 を設 け る
｡

中空重 力ダ ム で両岸 の 斜面 が急勾配 なも の に つ い て

は , そ の 付近 の ダ ム 頂に 計号軋点を喝加し
!

ま た
,

ア ー チ

一
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ダム で重 要なもの に つ い て は
,

そ の 左右 両側 に も計測 点

を 追加す る｡

なお , 基礎地盤 の 状況 お よ び施工 中の 経歴 に より,
適

宜計測点 を追加 する｡

ダム の た わ み測 定法 と して は , 境頂に 設 け た計測点 を

他 の 固定点 か ら視準す る 方法 と
,

プ ラ ム ライ ン を設 け て

下 げ振 り等 に よ り測定 する 方法 が ある が
,

下 げ振り測 定

ほ 遠隔測 定が 可能で, 測 定が 気象条件 に 左右 され ず精 度

も高い の で , 重 要な ダム に ほ こ の 種 の 計測設備 を設 置す

る こ とが 望 ま しい
｡

(2) フ ィ ル ダム (水平並 び に 垂直移 動量)

フ ィ ル ダム の 変形を測 定する た め の 計測 点は , 頂部で

ほ ダム 軸 に 沿 っ て 3 箇所以上 , 法面で は 中央 部付近横断

面の 上下 流法面むこそ れ ぞれ 2 箇所以 上 , お よび下 流法尻

に 設ける ｡ ※1

ダ ム 頂 の 長 い ダ ム ほ , 中央部付近横断面の 左右両側の

法 面に つ い て も計測点を 設け る｡

な お
, 土質基礎の 場合お よ び表面 し ゃ 水壁型 ダ ム の 場

合 , そ の 他重要 なダ ム に つ い てほ 計測点を 追加す る｡ ※2

※ 1 下流法尻 に 計測点 を設 ける意味は
, 岩盤 基礎 の

場 合ほ 不動点と して断面 の 変形 を把握 する の に 都合が 良

い た め
,

また , 土 質基礎の 場合は ダム 下 流地 盤の 挙動監

視が 不可欠で あ るた め
,

こ れ を義務づ ける こ とに した ｡

※ 2 土 質基礎 の 場合に 計測点を 追加す る の ほ , 堤体

と基礎の 変形 を区別 して 測定す るた め で あ る｡ また , ア

ス フ ァ ル ト フ ェ
ー ジ ン グダ ム で は

,
フ ェ ー ン ソ グと境体

材料の 沈下 を区別 して 測定す る ように ク ロ ス ア
ー ム の 設

置 を義務 づ け る べ きで な い か と の 意見 が あ っ た が
,

フ ィ

ル ダ ム の 変形測 定に つ い て は種 々 未知 の 問題 を含 ん で お

り, 今後 の 研究 に待 た ない と基 準と し て詳細 な規定 ほ で

きない と の 意見の 一 致を 見て ,
こ の 裏現 に と どめ る こ と

-こ な っ た ｡

F 歪 また ほ 応 力 ( コ ン ク リ
ー ト ダ ム)

重 力ダ ム で は , 最大応 力が発生す る近傍 の 横断面 を選

び, そ の 底部近く の 上 下流 方向の 測線上 に 3 箇所以上 の

計潮点 を設 け る ｡

中空重 力 ダム で は , 最大応 力が発生 する ブ ロ ッ ク の 縦

継 目間に そ れ ぞれ 2 箇所以上 の 計点 を設 ける ｡

ア ー

チ ダム で は
, 最大ア

ー チ応力の 発生する近傍 の 水

平 断面お よび 最大 カ ン テ イ レ バ ー 応 力の 発生する近傍 の

横断面に
,

そ れ ぞれ 3 本以 上 の 半径 方向の 測線を 選び ,

そ れぞれ の 灘線 上 に 2 箇所以 上 の 計ぜ臥点を設 け る ｡

な お
, 基礎 お よ び ダム の 状 況に応 じ, 必 要ある場合 は

適宜計葺臥点を追 加する ｡

G 内部温度 ( コ ン ク リ
ー ト ダム)

重 力 ダム で は
, 代 表的な横 断面に 上 , 中 , 下 3 段の狽q

線を 選び
, そ れ ぞれ の 測線上 に 3 箇所以上 の 計測 点を設

ける ｡

中空重 力ダ ム では
, 代表的 なブロ ッ ク の ダイ ヤ モ ン ド

ヘ
ッ ド部 に 適 当数 の 計測点 を設 ける

｡

ア ー チ ダム で は
,

上
, 中, 下 3 段 の 水平断面 を選 び

,

底 部に近 い 水平断面 で は 中央部 ,
そ の 他 の 水平断面 で は

中央 部お よび 両側の 半径 方向の 測線上 に
,

そ れぞれ 3 箇

所 以上 の 計測 点を設 ける
｡

8 管理期間 の 区 分

ダ ム 湛水開始後の 期間を 次の 3 期 に 年分 する
｡

第
一 期 : 湛水開始 より清水ま で

第 二 期 : 満水後 ダ ム の 挙 動が 定常状態に 達 す る 吏

で
,

た だ し3 年 以上

第三 顛; 第 二期 経過 後

※ こ の ように管 理期 間を 3 期に 区分 し
, そ の 期 間に

ょ っ て 計由お よ び定期点検の 回 数を 定め て い る こ とが こ

の 基準 の 特長 で ある ｡

こ の よ うに区分 し た根拠は 概略次の とおりで あ る｡
ダ

ム に
, も し

, 問題 の 箇所が あ っ た 場合, そ れ は最初 の 満

水 ま で の 間 に 出て 来 る
｡ 例 え ば , あの 有名 な マ ル パ ッ セ

ダム の 事 故は最初 の 満水 で 起 っ て い る
｡ した が っ て

, 湛

水 開始 か ら満水 ま で の 期間ほ で きる だ け計測 と点検 の 回

数 を多く し て管理 に 万全 を期 する た め , こ の 期間 を第 一

期 と し て区分 し た ｡

ま た , 満水後 ダ ム の 挙動が 定常状態に 達す る まで とそ

れ 以後 と の 期間 を区別 した の は
,

ダ ム の 挙動が 定常状態

に 達 し た後は 計測 お よ び点検の 項目や 回 数を 減少 さ せ て

も支障 な い の で
, そ こ で第 二 期 と第三 期 を区分 した も の

で ある｡ な お , 第 二 期を 3 年以上 と した の ほ 過去 の 実例

か ら最低 3 年 間ほ必 要と判断 した も の で ある｡

私 見で ある が , ダ ム の 挙動 が定常状態 に達 したか どう

か ほ
,

フ ィ ル ダム の 場合に は 判断 が 困難 で あ
ー

ろ う と 思

う｡
コ ン ク リ

ー ト ダム の 場合 ほ
,

一 般 に ほ ク リ ー プ お よ

び捷 内温度 の 急激 な変化が 落ち着 け ば
,

以後 は水位 と水

温お よ び気温 に 関連 して ダ ム が挙動す るか ら, 安定 の 判

断ほ 可能 で あろ う｡
しか し,

フ ィ ル ダム の 場合 に は
,

ど

の 点 をも っ て安 定と判断す る の か 問題 で ある と 思う｡ 多

分, 計測 諸項 目の 数 値が経年 的変化 を ほぼ 終 了 した と考

え られ る時 点に な ろ うが
, 明瞭な 変曲点 を 発見する こ と

ほ 困簸で あ ろ う｡

9 計測回 数

計測回 数は 次の 表 - 2 に 示す期間 ビとに 1 回 を 標準 と

す る｡

※ ユ こ の 項 で金殿的に 言える こ とば, 第 一 期 の 計測

に 特に 重点を 置い て い る こ とで あ る
｡

こ れ は , 前述の よ

うに , 最初の 満水 まで の 期 間を 特に 慎重 に 管 理 する た め

で あ る｡

※ 2 フ イ/ レタ ム に つ い て考 え る と , 現行の 農地局設

計基準 で は
, す べ て の 大ダム に つ い て漏水量, 沈下, 浸

潤線の 測定 を, さ らに 均一型 ダム に つ い て は間隙圧も測
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表 - 2 計 測 回 数 表

項 目
期一策

分区
+ 第 二 期l 第 三 期l

水

圧

潤

隙

力

形

応またま

漏

揚

反

間

歪

変

ク

〃

量

力

線

圧

度

抄

⑬

の

温部内

日

通

通

過

週

日

通

過

l

l

l

l

l

l

l

l

過

月

月

月

月

週

月

月

1 月

3 月

3 月

省 略 可 能

省 略 可 能

1 月

3 月

3 月

注 2

コ ン ク リ ー ト ダム 仏)

コ ン ク リ ー ト ダ ム(功

フ ィ ル ダ ム

3
･

4
-

5

注

注

注

注 1 上記の 期間中 どとに 1 回 計測 する こ と｡

注 2 揚圧力に つ い て は 高 さ30 m 未清の 重 力ダ ム お よ び 中空重 力ダ ム で, 漏水量が 比較的少 なく, か つ 揚圧力が 小

さ い もの に つ い て は , 第三 期の 測 定を省 略 しても よ い
｡

注 3 変 形の 項 で ,
コ ン ク ク ー ト ダム 伽 と は

, 高さ7 0 m 以上 の 重 力ダ ム お よ び中空 重力 ダ ム なら びに 高 さ30 m 以上

の ア
ー

チ ダム の こ と で あり, そ れ 以外 の コ ン ク リ
ー トダ ム は⑬ で示 す｡

注 4 変 形に つ い て ほ
, 高さ5 0 m 未満 の 重 力ダ ム お よ び 中空重力 ダ ム ならび に 高 さ30 m 未満の ア

ー

チ ダム の うち ,

計測 に よ っ て ほ と ん ど変化 が認 め られ な い も の に つ い てほ
, 第三 期の 計測は省 略 して も よい

｡

注5 ま た
,

フ ィ ル ダ ム の 変形 に つ い てほ
, 均 一 型 ダ ム お よび 高 さ70 m 未満の ゾ

ー

ン 型 ダム に つ い て の 測 定は
, 第

三 期は 半年 ごとかこ 1 回 と し て もよ い
｡

定 する こ とを規定 して い る ｡ した が っ て
,

こ の基 準と の

相違 は , ｢ 沈下+ が ｢変形+ に な り, 水平 方向移動も測

定 する こ とが追加 され た だ けで
, 他 ′ま全く 同 一

で ある｡

※ 3 変形 の 計 測は
, 表面変形珊定装 置を設 置し て測

量 すれ ば よ い
｡ ( ク ロ ス ア ー ム 設 置■を義務 づ けて い るわ

け では ない ｡) なお , 水平方向 の 移動 を測定す る こ とは
,

ダム の ス ベ リや ハ ラ ミに 対 して 当然必 要 であ ろう｡

※ 4 た だ
, 計測回 数に つ い ては

, 第一期 での 回 数が

多過 ぎると の 意見が
, 特に 高 さ20 ～ 3 0 血 程度の 小規模ダ

ム の 場合に 出てく ると 思う｡
しか し

,
こ の 期 間に は ダ ム

建設事 務所も残 っ て い るの で人 員的に も 可能 で あ ろ う

し
, 万

一

, 欠 点が あ っ た 場合に ほ , 事業終 了前に そ れ を

発 見 して お い た 方が 補修も実施 しや すい の で
, 早期発 見

の 意味 か らも こ の 程度の 管 理 ほ実施す べ きで あ る と 思

う｡

※ 5 ま た , 漏水量 の 測定頻度 が特 に 多い よ うで ある

が , フ ィ ル タム で は コ ン ク リ ー トダム よ りも漏水量測定

が 大事 で ある ｡ 実 際に, 漏水量 ほ当 日 ま で の 降雨量 とも

関連 する の で
,

毎月測定 し なけれ ば
, ダ ム 貯水位 と の 閑

適 を求 め る こ とほ 困難で
, 漏水経路の 推定も で き な い

｡

1 0 計測設 備の 管理

計測設備は , 正 しい 測定が で き る よ うに 維持管理 しな

･

け れ ば な ら な い ｡

漏水量, 揚圧 九 変形
,

浸潤線の 計測設備ほ 補修が 可

戟 で あ るか ら,
正 しく 測定が で きる ように維 持管理 しな

け れ ば ならない
｡

間隙圧, 歪 ま た ほ応 力, 内部温度の 計 測設 備ほ埋設計

器 で補修 ほ 困難 で あるが
, 切 り替 え ス イ ッ チ お よ び指示

器等 の 維持補修 に つ い て は注意 し なけれ ばな らない ｡

1 1 点 検

ダ ム
, 付属構造物お よび ダム 取付寄周辺地山の 状況を

監視す るた め に 点検 を行な う｡
そ の 際, 従来の 点検結果

との 変化に 十分注意する こ とが 必 要で あ る
｡ ※

点検を , 定 期点検と 臨時 点検と に 区分する ｡ 定期 点検

は 一定期間 ご とに 行 なうもの で あり, 臨時 点検は あらか

じめ 定め た 条件が 発生 した 場合むこ行な う｡

※ 点検の 際に 大事 な こ とは
, ダム の 諸現象 が進 行性

の もの か安 定 して い るもの か を判断 する こ とで ある ｡ し

た が っ て
, 従来 ま で の 点検結果 と の 変化 に特 に注意 し な

けれ ば ならな い ｡

例 え ば , 漏水 に つ い て考 え た場 合, 漏 出す る水 に 濁り

が あ っ た り( パ イ ピ ン グ を起 し て い る証拠) , 漏水量 が次

第 に 増加 する傾 向に ある場合に は, 進行性 と考 え ざるを

え な い か ら, 現在 の 漏水量が 小 さく ても注意を 怠 る こ と

は でき な い
｡

1 2 定期点検

A 回 数

ダ ム お よび 付属構造物な らび に ダム 取 付部周 辺地山 に

つ い て は ,

と に 1 回 ,

と する ｡

た だ し
,

匿を含 む)

第 一 期 は 1 週間 ごと に 1 回･ , 第 二 期 は 2 月 ご

第 三期 は年 間3 回 ( 融雪期, 洪水期前後等)

ゲ ー

ト パ ル プ ( 制御装 置お よ び予備電源装

に つ い て ほ , 第
一

期 , 第 二 期, 第三 期 とも年

間3 回 と する ｡

-
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玉 樹 こ注意す べ き事 項

(1) ダ ム お よ び付属構造物

( a) 漏 水

漏水個所の 有無, 漏水 の 濁り の 有無, 従来か らの 漏水

個 所の 状況の 変化｡

(叶 コ ン ク リ ー ト表面 の ひ びわ れ

ひ びわ れ の 有無 とそ の 発達 の 状況

( c) 継 目

コ ン ク リ
ー ト表面 し や 水壁型 ダム に お ける継目 の 開 き

吟 状態お よ び食 い 違 い の 有無 と その 発達 の 状態 ならびに

;継目壌充材の 状態｡

(d) そ の 他

法面 の 状況( フ ィ ル タム の 場合) , 余 水吐の 摩耗沈痛,

コ ン ク リ
ー トの 凍害等

(2) ゲ ー

ト バ ル ブ

( a) 漏 水

戸当り と扉体の 接触部に お け る漏水の 有無お よび そ の

:状 態｡

(も) 障害物

放流お よび 操作上 支障 とな る砂礫, 木片等の 障害物の

有 無｡

( c) 機 器の 状 態

機 器の 現 像 変 形, 潤 滑油 の 状態, 駆 動部 の 作 動 状

, 況 , 制御機構 の 点検 を行 な う｡

(d) 予 備電源 装置の 状 態

予備電源 装置の 作動状況, 燃料 の 備蓄状態,
な らびに

､ 冷却設簡 の 状 態｡

※ こ れ ま で の 実例 か ら, 予 停電源装 置の 事 故原因 と

して ほ
, 冷 却設備 に 起因する もの が 多く, ま た 台風時等

布こは運転時 間が 以外むこ長く な り燃料が不 足す る 場合も あ

･る の で注 意を 要する｡

(8) ダ ム 取付部周辺地 山

漏水, 崩 落等｡

1 3 臨時 点検

臨時点検 は, あらか じめ定 め た規模以上 の 地 震 また は

洪 水 が発生 し た場合, 必 要 な個所に つ い て行 なう｡

t仏) 地震 お よ び洪水 に つ い て本条に 規定 する 規 模 の 標

準｡

(1) 地 震

ダム サイ トに 地震計 を設 置し て い る場合 は
, それ に よ

一､る観 測値 が設計地 盤震度 の 妬 の 震度｡

ダ ム サイ ト に 地震計が 設置 されて い な い場 合ほ
, そ の

二地域 の 地 震に つ い て 発表 され た 気象庁震 度階 が Ⅳ の 震

.度 ｡

(2) 洪 水

3 年軒こ 1 回 程度発生す る洪水量｡

v(玲 特に 注意す べ き事項

(1) 地震 後

地最後 は
, 規 定の 各計測項目に つ い て計測 を行 ない

,

従来 の 計 測結果 と対比 し て状況 の 変化に 注 意し,
か つ

,

定期点検 の 項に 示す点検項目 に つ い て十分 な点検 を行 な

う｡

(2) 洪水 後

洪水 後は
, 法 面( フ ィ ル ダム の 場合) , 余水 吐, ゲ ー ト

･ バ ル ブ お よ ぴ ダム 取付部周 辺地 山に つ い て
, 定期 点検

の 項 に 示 す点検項 目に つ い て十分 な点検 を行 な う｡

の そ の 他に 臨時点検が必 要な場 合

以上 の ほ か
, 洪水量 が規定 以下 で も,

ダム サイ トに お

い て 3 年に 1 回 程度発生す る大雨が あっ た 場合お よ び 日

常行 なわ れ て い る以上 の 水位 の 急低下が あ っ た 場 合 匠

は,
フ ィ ル ダ ム の 法面, 周辺地山に つ い で 点検 を行 な

う｡

ま た , 貯水 池内の 堆砂面 が余水 吐門数に 近く な っ た場

合 に は , 余水 吐の 摩耗洗掘 に 特甘こ注 意す る｡

14 精密調 査

計 測ま た 札 点検 に よ っ て ,
ダ ム

, 付属構造物 お よ ぴ ダ

ム 取付部周 辺地 山に 変化が 認 め られ,
そ の事象に 閲し不

詳 の 点 が ある た め さ らに 詳細 な調査 を必要 と す る 場 合

ほ , 稽密調査を 行な い
,

そ の 現象の 把撞, 原因の 探究に

努め, 補修の 必要の 有 無, 補 修の 方法お よび 追加 す べ き

計測
, 点検の 方法を 決め な けれ ば ならな い

｡

精密調査を 開始する に 先立ち , 設 計資料 ,
工事 記録,

計測点検記録そ の 他必 要な 資料を精 査 し
, 適切な調 査方

法を 定め なけ れ ばな らない ｡

清孝調査方法の 決定に 際 して は , ダム の 設 計, 施 工 ,

管 理†こ 必 要な 知識と 経験を 有する 技術者に よ っ て , 調査

す べ き項目, 調査手慣, 測定方法そ の 他の 事 項を 定め て
,

こ れに 従 っ て 実施 しなければ ならない ｡

現場調査むこあた っ て は , 構造物むこ悪 い 影響を 与え な い

ように注 意し
, 調査 の 位 置, 規模 を慎重 に 定 め なけれ ば

な らない
｡ ま た

, 調 査実施中 は, 途 中結果 を 逐 次 把 握

し, 必 要に応 じて調査 方法に 修正 を加 え なけれ ば ならな

い こ ともある ｡

1 5 吉己録 の 整理お よ び 保管

計測 , 点検 お よ び席賓調査 の 結果 は 次の 方法 に よ っ て

整 理 記録 し
,

ダム を 管理 する 箇所に 保管 しなけれ ば なら

な い ｡

A 整理 記録の 方法

(1) 計測記録

計測値 は, あらか じめ定 め た表 ま た は グ ラ フ 表示様式

に 従 い ,
これ を記録 し な けれ ば な らな い ｡ な お ,

こ の 記

録 に は , それ ぞれ の 計測 に 関 する必 要事項 を記入 し なけ

れ ば な らない
｡ ※

ま た , 自動 記録の 場合 に は
, 必 要事項 方; 明確 に 表 われ

る ように , 装 置の 仕様 を 決め て お か な けれ ば な らない｡

なお,
こ れ らの 記録 は, 貯水位 , 外 気温, 天候 等と対
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比 で きる よ うに し て おく必 要が あ る｡ ま た, ･5 年 ごと に

こ れらの 記録 を整 理 して保管 し なけれ ば な らな い ｡

(2) 点検記録

点検 の 結果 は
, あらか じめ 定め た 記録票に

,
そ の 状 況

の 概 要,
所 見そ の 他関連事項 を 記載 し

, 必要な詳細記録

を添付 しな け れ ば な らない
｡

※ 計測記録お よ び点検 記録票の 様式は , 大 ダム 会議

で 定め る予定で
,

そ の 原案 は で きて い るが
, 紙面 の 都合

上 ,
こ こ で 掲載を 省略する

｡

B 保管期 間

以下 の 記録 は永 久保管 とする ｡

( a) 第 一 期お よび第 二 期 に お ける 計測点検記録 ｡

( b) 第三期 に お ける漏水量 お よ び変 形の 計渕 記録 ｡

( C) 精密調査 の 記録｡

上 記以外の 記録 は10 年間と する ｡

A 補修 方法 の 検討

1 6 補修そ の他 の 措置

満額調 査の 結果, ダム の 管 理 上 必要と認 め られ た場 合

に は , 補 修そ の 他 適切 な措 置を行 なわなけれ ば な ら な

い ｡ ま た
, 調 査の 結果 , ダム の 改造が 必要に な る こ とも

ある
｡

補修 の 方法に つ い て は, 専門技術者が清 密調 査の 結果

に基 づ い て検討 し, そ の 現象 に 適 した エ 法を 定め て実施

しなければ ならない
｡

※ 補 修工法 に つ い て , 実例 も引用 して
,

こ の 基 準に

掲載 する秦も あ っ た が
,

補修 工法 は ケ
ー ス バ イ ケ

ー ス で

あり,
- 御 こ こ の 基準 で表示 する こ とは か え っ て誤解 を

招く恐れも ある の で,
こ の 基準 に は掲載 しな い こ と-こな

っ た
｡

B 緊急措 置

計測,
点検 ある い は精密調 査の 結果 , ダム の 安全確 保

の た め 必要と認 め られ た場 合 (例 え ば , 漏水量 が 急激 に

増大 し た場合等) は, まず, そ の 現象の 低減 あ るい は進

行 の 防止 を 図 るた め, 貯水位 の 制 限等の 緊急な措置を取

る こ と が 必要で ある ｡

C 記 録

補修 そ の 他 の 措 置を行 な っ た場 合, そ の 記録 に は
, 措

置の 年月 , 理 由, 方法, 結果 を 記載する もの･と し
,
そ の

措 置の 詳細 を 示す仕様, 設計 図, 諸 試験デ ー タ
, 写真等

を添付 して , ダム を管理 する 箇所 に永久保管 しなけれ ば

な らない ｡

Ⅳ お わ りに

以上 で ダム 構造管 理基準 の 概 要を 御理解 い た だ け た こ

とと 思う｡

こ の 稿 を 閉 じ るに 際 し, 最後に 私の 個 人的な見解 を 述

べ て お きた い( 以下は す べ て 私見で あ る) ｡

こ の 基 準の精神 を
一

言 で 表現す る と , ｢ ダム に
,

も し ,

異常 が生 じた場 合, そ れを で き るだ け早く 発見 し
, 適切

な措 置が 取れ る よ うに ダ ム を管 理 する こ と+ で ある
｡

あまり適切 な比喩 で はな い か も知れ ないが ,
ダ ム を人

間 の 体に た と え ると次 の よ うに 言 え るで あろ う｡

私達 は自分の 健康を 管理 す るた めに 定期検診を 受け て

い る｡ 定期検診 に よ っ て病気が 早期 に 発見 され
, 治療 を

受けて 完治 した例 は しば しば 耳に す る こ と が あ る｡
ま

た
, 逆に , 病気を 発見 した 時に は 既に 手遅れ だ っ た と の

詰も また 多い ｡

健康 管理 の た めむこ は, 病気 の 早期発見 が絶対に 必 要 で

あり, 早期発見 の た めに は, そ れ が 可能 な体制 に し て お

か なけれ ば なら ない ｡
つ まり, で き るだ け短 か い

一 定間

隔で 信漑で き る医師 ( ホ ー ム ド ク タ ー ) に 定期検診 を依
_

頼 し, 身体に 異常が あれ ば 臨時の 診断も受 け,
さ らに 必

要 な ら専門医に 精密診断を 依顕 し
, 病気 を確認 した ら,

専門医に よ る適切 な治療を 早急に 受 けなけ れ ば な ら な

い ｡ 発見 が遅けれ ば 大手術 を 要す る病気 でも, 発見 が早

けれ ば 簡単な 治療で 完治で き る場合も多 い
｡

ダ ム の 場合も全く 同様で ある｡
つ まり, 前 述 の 医 師

( ホ
ー ム ド ク タ ー ) に 相当す るも の は現場の 管理 技術者

で あり, 定期検診 は定期点検, 臨時 の 診断 は臨時点検,

専 門医 は専門技術者, 精密診断 は清密調査, 治療 は補佐

に そ れ ぞれ 相当す る｡ 発見 が遅 けれ ば補修に 大工 事 を要

す る こ と でも, 発見 が早け れ ば簡単に 補修で き る場合 か

多 い で あろ う｡
こ の た めに も, 平常 の ダ ム 管理 が重要 で

ある こ と を
, 改めて 認識度 い た い ｡

次に
, 構造物 の 設計 に つ い て の 考 え方 に 言及 して お き

た い
｡

従来, ダ ム に 限 らず, 私 達が構造物 を設計 する場合,

構造物 の 安全性 を大きくす る た め に は , 設計数値と設計

条件を シ ビ アに 取 り施工 町 注 意する こ と を考 えが ち で あ

っ た ｡ も ち ろ ん ,
こ れ らほ重要 な こ とに は違 い な い が ,

そ れ に も増 し て肝心 なこ と は , 管 理 段階むこ入 っ てか らの ･

長年月 の 間に , 万 一

, 構造物 に異常 が生 じる場合が あ っ

て も,
そ れ を 早く正 確むこ発見 で き,

さ らに そ れ を容易 か

つ 適切 に 補修す る こ と が可能 な構造 に設計 し て おく こ と

で あると私は 考 え る
｡

特軒こ
,

ダ ム の 場合, 耐用年数 が長く, ま た
, 万 一 の 場

合に は計 り知れ な い災害を も た らす危険性 を包蔵す る榛

造物 で ある か ら, 前 記の 点 を特 に強調 し なけれ ば な らな

い｡ 将来, 錐持管理 し や すい構造 に し て おく こ とを , 設

計 の 際に 心 が ける べ きで ある と思 う｡

最後に
,

こ の 基準 が制定 さ れ た後 の 運用 に つ い て述 べ

て お きた い
｡ 冒頭 にも断 わ っ た と お り,

こ の 基 準が 正 式

に 制定 され た場合 の
, 農業用 ダ ム に つ い て の 運用方針 は

まだ 未定 で ある｡ そ れ に つ い て は , 今後 , 当 省の 内外 と

協議 し て 決定 して行く こ とに な ろ う｡

ただ ,
こ こ で は っ きり言 える こ とは

, 私達 は大 ダム 会
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議の 基準 を遵守す る義務 が あり,
こ れ を忠実 に 履行す る

た めに は で きるだ けの 努 力を し な けれ ば ならない｡ と言

うこ とで あ る｡ 実 際問題 と して, ｢現行の ダム 管 理 体制

で は こ の 基 準の とお り管 理 する こ とは 困難で あ る｡+ と の

意見も当然出て く るで あろ う｡
しか し, そ れ に 対 し て

は, ｢ こ の基 準の と お り管 理 で き る ように 管理 体制を 改

善 する 方向に 努力す る べ きで あ る｡+ と栽 は考え る｡

ま た , 現在 の ように 社会資産が 豊か な 時代に な っ て く

ると
,

どの 目的の ダム で あろ うと
,

そ の 管理 を 適正 か つ

慎重Iこ 行 な う こ とは時代 の す う勢 で あり,
農業用 ダ ム は

- 叡甘こ規模が 小 さ いか らと言 っ て例外視す る こ とは で き

な い ｡ 特甘こ
, 遠 か らぬ 過去に ダ ム に つ い て の 痛烈か つ 貴

重 な経験 を持 つ 我 々 と し て ほ安易 な考 え はで き ない 筈で

あ る｡

以上 の こ と を強調 して
, 読者諸賢 に ダ ム 管理 に つ いて

の 関心 を 高め て い た だく と ともに ,
こ こ に 紹介 した 本基

準案 に つ い て の 御 意見を忌 た ん なく私 の 所 ま で寄 せ て く

だ さ る こ とを 重ね て お願 い して筆 を 置きた い ｡

土地改良事業および災害復旧事業等で施工 され る水路の

設計蹟算業務 の合理化を可能に する .
′

『鉄筋 コ ン ク リ ー トフ リ ュ
ー ム 標準設計』

裳林省農地局制定 〔昭和4 5年10 月 7 日付4 5農地 D 第9 4 5 号 ( 設) 農鞄局長通達〕

全 国農 業 土 木 技 術 連 盟 発 行

A 3 判 オ フ セ ッ ト印刷 86 貫 ･ 表紙 ビニ ー ル寂

バ イ シダ T 綴

頚応 3 , 0 0 0 円 (送料無料)

日 次

ユ

2

3

J
-
一

】

h

一

尺
V

7

摂 家

適用上 の 留意事項

適用除外

設計条件

適 用方法

適 用 例

水三陸計算図表

附 図 表

凛 準設計諸元
一 男表 ( J c a = 7 0 毎/ d )

凛 準設計諸元 一 覧表 ( ♂c a = 6 0 毎/ d )

凛準設計記載例図面

水理 計算図表

療準設計図面

特 長

エ, 褒雑な曲げモ ー メ ン ト計筑 鉄筋真の計熟 お よ

び製図が下要で ある｡

2 . 6 6 枚の 図面で約 1 , 4 0 0 ケ ー ス を網羅 して い る｡

3 . 戟荷重 の 大 きさと計画水路内碍の 値を知れば, 表

によ り該当する図面を選定す るこ とが で きる
｡

4 . 自動革荷重 ,･盛土荷重等の 載荷重 の 計算が簡単で

あ る｡

5 . 材 料の 数量計算が簡単で ある｡

概 要

1 , 対象水路 : 圃場施工 の 長方形鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト水

路

2 . 対象範囲: 水路壁高 … … 5 0 α荘 ～ 1 2 5 c 必 ( 5 α 間隔)

水路内閲 … … 水路壁高の 2 倍

3 . 図化枚数 : 66 枚

4 . 設計条件 : 鉄筋の 許容引張応力定 ( S D 3 の
J s a = 1 8 0 0たグ/ d

コ ン ク リ ー トの 許容曲げ圧縮応力皮

♂ 弧 = 7 0丘タ/ 鵡 (60 吻/ d の 場合も通用

可能)

土砂 (地 下水位よ り上) の 単也重量

1 ･ 8 り材(1 ･ 6 りメガの 場合も適用可能)

再挙先 全 国 農 業 土 木 技 術 連 盟

〒105 東京都浩 区新橋5-3 4 -4 農業土木会館内

電 話 0 3 (4 3 4) 5 4 0 7

振 替口座 東京 5 4 1 7 1
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( 報 文〕

大 夕 張 ダ ム 管 理 に つ い て

中 川 秀 夫
●

日 次

(1) ダ ム 建設 の 目的お よび 経緯 ‥ ‥ ‥ … - ･ … … ( 7 4)

(勿 管理 の 旛設 と設備 … ･ ･ - … ･ ･ ･ ･ … ･ … ･ … ･ ･ … ･( 7 6)

(8) 管理 の 概要 ‥ … ･ ･ ‥ ‥ ･ ･ … ‥ … ‥ ‥ ‥ ( 7 8)

( Ⅰ) 水管理 に つ い て
‥ … ･ … … ･(7 9)

( 1) ダム 建枚 の目的 お よび 経緯

大 夕張 ダム は 図∬1 に示す様 に北海道夕張市南部二 股

地 点 に あ っ て , 大夕張 ダ ム 管 理所が お か れ て い る｡
こ こ

は 北海道 の ほぼ 中央夕張 山系 を背 とした 石 狩川支流夕張

川 の 上 沈 に 位置 して い る
｡

こ れ よ り中流に か けて 夕張市

清水 沢地 点中こ北海道炭砿汽船株式会社が 大正15 年 に 炭砿

用 電 力を供給す るた め に 建設 した 清水沢ダ ム が , 更に 夕

壌 郡 由仁町川端地 点に 川端ダ ム が あ り, 大夕張ダ ム 管理

所川端 出張所が おか れ て い る
｡

● 北海道開発局札幌開発建設部大夕張 ダム管理所所長

5エ別

笠

殺

王札幌

( Ⅰ) 施設管 理に つ い て ･ … ‥ … (8 6)

(4) 問題題 点に つ い て ‥ - ･ ‥ ‥ … (8 6)

お わ りに
･ … … = … ･ … ‥ (8 7)

こ れ らの ダム は 戦後昭和25 年5 月北 海道 開発法 の 制定

に 伴 い 北 海道中央 部石 狩川流域 の 綜 合開発 が大 きく取 り

上 げられ, そ の 一 環と して支流 の 夕張川流域 に つ い て 国

営大夕張土地改 良事業 計画が 進め られ, そ の 計画に基 い

て建 設さ れ た もの で あ る｡

当流域 の 夕張 郡由仁町, 栗 山町, 長沼町, 空 知郡栗沢

町, 南幌町お よ び 江別市の 6 市 町村に また が る流域 内は

水 田 地 帯と して 立 地条件 に 恵れ て い る にも拘 らず, 経営

不振 に 悩 さ れ て い た ｡ そ の 原 因は 夕張川お よ び そ の 他の

中小河川 の 利水治水 が充分 で なく加 え て 戦時 中の 山林 濫

伐 , 奥地 の 開発等に よ り融雪 , 降雨時 に ほ流 出氾濫は勿

図- 1 大 夕衷土 地改良事業 一 般平面 図

-
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写真
- 1 大 夕 張 ダ ム

写真 - 2 川 端 ダ ム
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論 , 用水不 足 に つ い て は 累年そ の 度 を増す状況 で あ っ た ｡

こ の 用水 不足 に 対 し地 元住 民か らの 強 い要 望も あ っ て

計 画樹 立 を 待たず に応 急措置 と して昭和26年度 に 前記清

水 沢ダム を 4 . 2 4 m 嵩上 して 3
,
0 7 0 , 0 0 0 m

3 の 増加貯水を

計 っ た が こ れ でl乞完全に 目的を 達す る こ とほ 出来な か っ

た ｡

この 後計画に 基き昭和29 年度軒こ前記 二股地 点 に 堤 高

67 . 5 n
, 堤長 25 1 . 7 m

, 有効貯水量 80
,
5 0 0

,
0 0 0 m

3
の 大

夕張ダ ム ( 重力式 コ ン ク リ
ー

トダム) の 築造に 着手 し昭

和3 6 年に 竣功 した
｡ 更に 昭和34 年に貨 高2ユ. 4 皿

, 足 長盟O

m
, 有効貯水量 1 , 0 3 0 , 00 0 m

3
の 川端ダム( 重力式 コ ン ク

リ ー

トダム) の 築造に 着手 し昭和37 年に 竣功 を 見 て い

る ｡

こ れ に よ り流域内 30 , 5 0 0 b a の 内 , 夕張川お よび そ の

支流を 水源 と し て耕作 の 既 成水 田 7 , 5 7 2 b 2 の 完全 補水

と, 新規 開田 4
,
5 5 4 b 2 の 用水源を 確保す る と共に , 大

夕張の 貯水むこ よ っ て最大 出力1 4
,
7 0 0 E W

, 年 間 66 , 4 8 7

E W Ⅱ
,

川端 ダ ム でほ 最大 出力 4
, 2 0 0 k w

, 年間 2 も54 9

E W H の 発電 を行 い , 道 内電 力不足 を補 うた め北海道 が

発電所 の 建設 を行 っ た
｡

ダム が 完成 して 以来既に10 年 を経過 して い るが そ の 間

夕張川流域の 綜合開発促進に 大きく貢献 した こ とは 勿論

表- 1 ダ ム

で ある ｡

(2) 管理の 施設と 役儀

大夕張 ダム 管 理所 は大 夕張 ダム が完成 した 昭和36年に

開設 され , 次 い で 川端 ダム の 完成 した 昭和38 年に大 夕張

ダム 川端 出張所が設 け られた ｡ 同時 に 昭和36 年 9 月に管

理規程が 制定 され た ｡ そ の 総則の 目的第 2 条に ｢ 規程の

運用に あた りか んカ; い 期に お い て ほ 鼻業用水の 確保を 優

先 と し水資源 の 有効利用を は か るも の とす る｡ た だ し こ

の 易合に お い ても電力 の 需給詞藍 匠 は 留意 しなけ れ ば な

らない+ と記 されて お り, 北海道で は 農業用 ダム と して

直轄管理を 行 っ て い るの は こ こ 1 か所 だ けで あ る
｡

清水沢 ダム に つ い て は 昭和32 年甘こ夕張川水系土 地 改良

区連合に そ の 管理を要 請 し, ダム の 共 同所 有者北海道炭

砿汽船株式会社 と協定を 行 い 共同管理を 行 っ て い る ｡ 又

大夕張 ダム の 直下に 建 設 され た 二 股発電所 お よび 川端 ダ

ム 直下 の 川端発電所ほ 北海道企 業局が 発電を 行 っ て い

る ｡

な お清水沢 ダ ム は 二 股発電所 に 於 い て年間 を通 じて ピ

ー ク 発電 を行う場合逆調整池 と し て運用す る こ と に な っ

て い る ｡

(イ) 管理施設

の 内 容

称名ムダ 大 夕 張 ダ ム l 川 端 ダ ム

レ

し
+

r体主事工 海 道 開 発 局 北 海 道 開 発 局

海ヒヨ体主理管 道 開 発 局 北 海 道 開 発 局

用 ヽ■-

Vがん
,

刀途 発 電 か ん が い ･ 発 電

貯

水

池

横

横

量

量

高

深

量

力

…

…

…

獅

棚

…

州

側

流

湛

総

有

満

利

最

洪

4 33 k m
2

4 . 7 5 k m
2

8 7 ,
3 0 0

,
0 0 0 m

3

( 農業) 80 , 5 0 0 , 0 0 0 m
3 ( 発電) 69 ,

3 7 0 , 0 0 0 m
,

B L 2 64 . 5 0 m

( 農業) 34 . 5 0 m ( 発電) 2も 5 0 m

l , 3 0 0 m
3

/ S e C

7 月1 日か ら 9 月30 日間1 . 0 0 m 4 , 3 7 5 , 0 0 0 m
3

2
,
2 5 0 m

3

/ S e C

な し

78 0 k m
g

O . 6 8 k m
2

6 , 4 7 9 ,
0 0 0 m

3

1 , 0 0 3 , 0 0 0 m
a

E L 8 3 . 3 0 m

l . 5 0 m

重力式盗流可動扉付 コ ン ク リ
ー ト ダム

67 . 5 0 m

4 . 0 0 m

2 5 1 . 7 0 m

2 0 0
,
5 7 2 m

3

E L 2 6 6 . 5 0 m

2 . 0 0 m

( 内法) 1 : 0 . 0 9 ( 外法) 1 : 0 . 7 7

テ ン ダ ー ゲ ー ト 9 . 0 0 m X 9 . 1 6 m 3 門

( 主) 高圧 ラ ジア ル ゲ ー ト 2 . 6 0 m X 3 . 2 0 1 門

軌

- 7 6 -

ダ

ム

式

高

幅

長

横

高

高

法

門

門

標

路

頂

頂

体

裕

外

流

頂

水

型

堤

堤

堤

珪
〓
捉

余

内

渥

放

重力式溢流可動廉付 コ ン ク リ
ー トダム

21 . 4 0 m

( 内法) 1 : 0 . 0 8

ロ ー ラ ー ゲ ー ト

な

4 . 0 0 m

28 0 . 8 8 m

5 2 . 5 2 7 m
3

E L 8 4 . 4 0 m

l . 6 0 m

( 外法) 1 : 0 . 8 0 m

l O . 0 0 m X 6 . 5 0 m 7 門

し



計

画

放

流

量

農

貰

水

利

特殊か ん が い期
4 月20 日 ～ 5 月 9 日 平均 7 ･ 釦O m

3/ S e C

5 月10 日 ～ 5 月31 日 平均17 ･ 7 2 0 m
3

/ S e C

4 月20 日 ～ 5 月 9 日 平均11 . 8 9 2 m
3

/ s e c

5 月1 0 日 ～ 5 月3 1 日 平均38 . 0 7 0 m
3

/ s e c

普 通 か ん が い 期

6 月 1 日 ～ 6 月13 日 平均18 . 0 7 0 m
3

/ s e c

7 月14 日 ～ 8 月10 日 平均公 . 2 2 0 m ソS e C

8 月11 日 ～ 8 月20 日 平均25 . 2 5 0 m
き

/ s e c

6 月 1 日 ～ 8 月20 日 平 均30 ･ 2 1 0 m
3/ S e C

事 業 費 4 , 3 7 川 0千 円負担 内訳(真書至宝:吉富老 1
,
00 5

･
5 0 0千 円i票篭雪…:宣言老

工 事 期 間 自 昭和29 年1 2月 至 昭和3 7年 3 月 自 昭和34 年12 月 重 昭和3 8 年 3 月

細
±

如ダ ム 名 称

発 電 所 名 称 所属発股二 川 所電発表

工 事 主 体 ヒ
+

.

{ 海 ■道 】 北 海 道

管 理 主 体 北 海 道 l 北 海 道

施 行 業 者 l 大 成 建 設 株 式
_
会 社 大 成 建 設 株 式 会 社

発 電 所 型 式 l ダ ム 式 ダ ム 式

発 電 出 力 】 最 大 1 4
,
7 0 0 E W ･ 常 時 2

,
8■00 E W 最 大 4 , 2 0 0 E W 常 時 1

,
4 0 0 E W

年間発生電力量 i 61
, 7 8 6 ,

0 0 0 E W E 2 3
,
3 8 3 , 0 0 0 E W Ⅱ

使 用 水 量 一 最 大 32 . 0 0 m
3

/ S e C 常 時 8 て 如 が/ S e C 最 大 30 . 0 0 皿
3/ s e c 常 時 1 0 . 91 m

3

/ S e C

有 効 落 差 l 54 ･ 9 7 m 1 7 . 2 1 1 m

事 業 費 l l , 5 05 , 50 0 千 円 577
,
0 0 0 千円

工 事 期 間 t 自昭和29 年12 月 重昭和3 畔 3 月 白昭和33 年4 月 重 昭和38 年3 月

発 電 開 始 l 昭和35 年12 月2 5 日 昭和37 年1 2月2 5 日

(ロ) 管理設備

(1) 観測設僻 ( 図- 2 )

大 夕張 ダム

無線式遠 隔 ロ ボ ッ ト雨 量 局 2 局

白金 川
,

シ ェ ー バ ロ 川

無線式 遠隔 ロ ボ ッ ト水位 局 1 局

遠隔自記精密水位 計

堤 体埋設 計器

農 林 札 幌
( 札幌開発建設部)

シ ュ
ー バ ロ 川

1 基 堤 体一管理所

1 式 堤 体

農 林 二 股

(大 夕張 ダム 管理所)

一 般気象観測計器 1 式 管理所

川端 ダ ム

自記水位計

自記雨量計

遠隔自記精密水位計

堤体埋設計器

一 般気象観測計器

(2) 通信設備

無線

農 林 二 股 2 号
( 清水 沢 ダム)

農 林 二 股 2 号

( 警報連 絡車)

有 線 通 常公衆電話

他官庁 , 法人 団体 そ の 他機 関通 報伝 達

(3) 警報設 鯖 ( 図- 1 )

警報サ イ レ ン

大 夕張 ダム 取 水塔警報所 直接遠隔操作

基

基

基

式

式

ダム 上流1 2 加地 点

滝 ノ下 小学校地点

堤 体一出張所

堤 休

出張所

農 林 川 端
( 川端 ダム 出張所)

農 林 夕 張 農 林 川 端 1 号
( 夕張 気象通報所) (警報連絡車)

栗 山町商学 田警報所 直接操作

夕張市遠幌警報所 無線遠隔操作

長沼頭 首工 警報所 直接操作

川端 ダ ム 出張所警報所 直接操作

幌 向警報所 直接操作
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警報 事

大 夕張 ダム 管理所

川端 ダム 出張所

巡視艇

川 端 ダム

警報 革

〝

N
･

払
イ

1

丁

ノ

汐 一 プ 1

セ ドリ ッ ク 1

雨 鱒雨 量 局

威

大 夕張雨 王計

く)

竿;
＼

1

ぞ
ズ

＼琵琶

r画
一 ポ

ーヽ

ヽ

＼委謂蛮

清水沢 ダ ム

自記 雨 主計

0 滝 の 上 ダム

△

･自記 水位計

= +

＼
一

ヾ

て⊃

.州 奥底

奥鹿 島
水位計

′
位
i
t

1

1
1

.

土

訂
H

557

大 夕張 ダ ム 管理所 巡視艇

川端 ダ ム 出張所

凸

コ

_†
ノヾ

ロ

ト＼

○

幾春別岳

0

ツ

白金 雨主計

1＼＼

下 夕水位計

㊤

〝

夕張岳
とユ

⑦
1

,
6 6 8

金両 生局

下 夕雨土計

デイ ゼ ル 3 t

3 0IP l

ガ ソ リ ソ( 混)

2 5tP l

芦別岳

351

凡 例

タム管理戸 機 能調査

自 記 雨 量 計 @ ㊥

自 記 水位計

ロボ ット雨量尻

△

首
▲

ロ■ポット水位局 £
スノ ー コース調製立置

一 事 ー

〉ト･X -

図- 2 大 夕張 ダム 川 端ダム 水位計雨量計位置 ス ノ ー コ ー ス 図

大 夕張 ダム の 流域内に は
, 無線 式遠隔 ロ ボ ッ ト 雨量 局

2 局 と水 位局 1 局を 配 し事 前に 出水の 把握を す る と とも

に
, 札 幌開発建設部(札幌) , 大夕張 ダ ム 管理所 (夕張市

南部) , 川端 ダ ム 出束所 ( 由仁町川端) 間に それ ぞれ無線

電話 を施設 して放洗 に 関す る予報連 絡を 行 い
,

か ん が

い, 発電 お よ び各種 ゲ ー トの 操作 に関す る必要 な管≡堅を

行 っ て い る ｡ 又大 夕張, 川端両 ダ ム の 直下 に建設 され た

二 股, 川端両発 電所 に は有線 で
,

清水 沢ダ ム 直下 の 清水

沢発電所 に は無線に よ り緊密 な連絡 を保 っ て い る ｡

両 ダム 共 各種ゲ ー トなどの 操作管理 は 直接又 は 遠隔操

作が で き; 放洗に 伴 う警報所( サイ レ ン) は 前記位置 ( 図

- 1 ) に 配 し, 放流に 対す る警報予報の 万全を 期 して い

る｡

また
, 気象観測 に必要 な設備 を有す る外, 札幌管区気

象台岩見沢測候所お よび 夕張気象通報所 とも連 絡を 行 っ

て 出水 の 把捏に 万全を 期 して い る
｡

(3) 管理 の 概要

- 7 8 -



管理業務 に つ い て大別す る と水管理, 施設管理 に なろ と の 調整, 洪水時 に於 ける適正 な ゲ ー ト操作等, 高度 な

う0 こ の ダ ム 管理は 建設現場と は違 い地味 な仕事 で ある 技術お よび 綜合駒 な判断, 連絡系統の 円滑な運用に乍削こ

が , か んが い 用水 の 確保 な らび に 発電そ の 他各塵水利撞 慎重に 対処する必 妻が あ る｡

水 位. S . 4 5 実績

260 .0 0

2 5 0 .0 0

2 4 0 .0 0

2 3 0 .0 0

√ ＼ 洪 水調 節 +
｢ ヽ′

軍㌢首
3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 2

積雪調査

畠 二
蛙

賢 環 註 +
鳳

河床調査 L 棚 山 l后

く ....._ ′ = ヽ 〟f.

熟 思宝器是認ヰ認諾 叫∠タ才鵠器
→

+
卜予備発電機 修+

器諾備

誌ッ

一
朗 . 雨量 働 諾竺芸慧芸

他

｡ ポ 欄 局J
- 1

園- 3
_

管 理 大 要 図 ( 大夕張ダム)

図- 3 は大 夕張 ダム で年間 に於 ける 貯水 池水位 の 変化

に伴 ちて 行 われ る水管理お よ び施設管理 の 大要 を示 した

も の で ある ｡

( Ⅰ) 水管理に つ い て

図- 3 に 於て 示 した 外に 貯水池の 水位, 流入
, 放流量

お よび
一 般 気象等は 毎日 定時 観測 ( 2 回/ 日) を 行 っ て

い る｡ 又堤 体監査廊, 池内周辺の 他 山等の 変 化に つ い て

ほ 随時巡 回 点検を行 い 万 全を期 して い る｡ なお 川端 ダム

出張所も同様観測巡 回点検を行 っ てい る
｡

(イ) 溝雪調査

隔雪時に お ける放流予測の た め 膵雪に 入 い る 前の 3 月

未に 毎年行 っ て い る調査 で ある ｡

気象庁塾 の ス ノ ー サ ン プ ラ に よ り各支流域ど と, 標高

どと に, 図- 2 に 示 した 代表地 点を選 ん で観測 を し流域

内の 積 雪に よ る包蔵水量 を推定 し て い る｡

表- 3 大夕張 ダム に 於 ける潰雪水量

標 高( m )
流域
面 兼
血 之

績 雪 水 量 瓜
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表 - 4 横 雪 水 量

平 均

標 高( 甲)

深雪帝 帝 雪
二

重 量】密 度l 水 換 算

流 域 面 積

< 30 0

3 0 0 ′ - 4 0 0

4 0 0 - 5 0 0

5 0 0 ′ } 6 0 0

6 0 0 ･ ～ 7 0 0

7 0 0 ” 8 0 0
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2 5 0 k 】が
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3 1 0
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75 0

5 2
,
1 8 0

3 6
,
3 7 0

1 5
,
9 5 0

1 7
,
1 8 0

2 4
,
5 9 0

3 5 6
,
9 0 0

昭 和3 6年か ら昭和4 0年 ま で の 10 年間の 調査結果で ほ 最

少
.

1 2 5 , 4 0 0 , 0 0 0 が 最大 356 , 9 0 0 , 0 0 0 m
3 の 積雪水量が 記

億 されて い る ｡ 又 墳雪ほ標高 が高く なる に 伴 っ て 多い ｡

表 - 5 は寮雪指数 を示 した もの で
, 管理所 に於 ける横

雪 水量 (12 月 1 日
～ 3 月2 7 日) は 68 7 . 1 % で 横 雪調査に

よ る流域 平均黄 雪水量 は824 % , 指数 は1 . 2 で あ る｡
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% 1 0
4
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( ロ) 大夕張 ダ ム と川端 ダム と の 水受 給の 関係

大夕張 ダ ム は 融雪出水を ,
か ん が い 用水確保の た め,

ち 月20 日 までに 計画清水位 E L . 2 6 4 . 50 m に 貯水 し, か

ん が い必要 水量 を 発電所 を通 して放流 を行 う計画 に な っ

て い る｡

毎年融雪調査 を終 っ て流域内 の 包蔵水量が 予想 された

段階 で, 関係受益者団体 と協議を行い そ の 年 の 利水計画

が 決 め られ るが , 最近は 稲作に 対 し減反対策が とられて

い るた め本地区に 於て も可成り な休耕両帝が 現出 して い

る
｡ 従 っ て こ の 点も利水計画上 考慮 され る こ と とな る

｡

表- 6 か ん が い 両 横

幹 線 水 路 名
受 益 両 帝 内 訳

補 水 田 1 開 田

合 計
昭 和 45 年
か ん が い 画賛

休 耕 面 諌

田 仁 幹 線 941 . 5‡l a 1 1 , 8 6 4 . 7 b a 2 , 8 0 6 . 2 b a 2
,
4 9 3 . 6 b a 3 1 2 . 6 b a

栗 山 幹 線 1
,
6 3 0 . 9 1 1

,
0 6 1 . 5 2

,
6 9 2 . 4 2

,
4 7 2 . 4 2 2 0 . 0

長 沼 幹 線 2
,
9 9 1 . 3 1 6 3 3 . 0 3

, 6 2 4 . 3 3
,
3 7 7 . 3 2 4 7 . 0

栗 沢 幹 線 1 , 6 0 2 . 1 1 7 4 . 4 1 , 6 7 6 . 5 1 , 5 7 6 . 5 1 0 0 . 0

幌 向 幹 線 720 . 8 7 2 0 . 8 7 2 0 . 8

計 7
,
1 6 5 . 8 1 4

,
3 5 4 . 4 1 1

,
5 2 0 . 2 1 0

, 6 4 0 . 6 8 7 9 . 6

表
-

7 で は
,

S . 4 5 の場 合6 月1 0 日 以降大 夕張 ダ ム の

貯水位が 計画 を割 っ た が辛 い 7 月中 旬に至 り計 酔 こ復 し

た の で計画 の 変更 は行 わ なか っ た ｡

なお ダ ム の 運用 開始以来計画基準年 ( 昭和カ 年) に 達

す る渇水現 出し て い な いが , 落水対策 の た め地区内各支

流 ( 区間流 入) , 幹線用水路取水 の 流量測定 を行 っ てい

至耽

戸竺
21 .ヰ7 7 %

だ
24 .55 7

血

ソ批

11 .3 28
m

ソ胱

&7 11
m

‰

だ
14 .52 が/ 拭

る ｡

か んが い期間中ほ 川端 ダム 到達流量を 把握 し大夕張 ダ

ム 放流量 の 調整を 行 っ て い る
｡

こ の た め 川端 ダム 出張所

お よび 土地改良区連合,

い る ｡

a 377 . 3
旭

10 . % 5 ‰
8 .4 32

m

ツs 虻

声望

由仁川
3 .4 労

m ‰
.42 1ヅ;

･16 .0 57
九

‰ 19 ,5 56
m ヨ

ん｡ a5 孤

発電所との 調整連 絡を密 に して

声望
10 .7 19

が
ふ 4 .ヰ11 % ｡

2 .鎚6
巾

ソ㌫ 23 .餌8
m

ソ批

清水沢

ま紀
監諾社

12皿ヂソ汎 12 .7 的%

阿野一別l

15 .2 11
血
毛

/ 況 6 .77 粘

両津別川

乙ほ8サ 眈

. 醜

ミも 上欄は特殊机 下欄 は普通期

国
一 5 夕張川利水計画系統図 S . 4 5

¢う 放 流

3 月未か ら気温 の 上 昇, 風 , 降雨等すこ よ り融雪が 進み

流入 量 が増大 し, 4 月下旬か ら5 月上 旬に か けて 満水位

E L . 2 64 . 5 0 m とな り テ ン ク ー ゲ ー トか ら放 流 が 始 ま

る
｡ 昭和39 年か ら昭和46 年まで 8 か 年間の 融雪放流実績

( 図 -

6 ) で は 昭和45 年度 に 203
,
9 1 0

,
0 0 0 m

3
に 達 し 最

8 .247 ㌔∝

1 ,57 6 .5
旭

丘3 仏
が

/k
4 .駄ヂ‰

ま3 93 ‰

だ
0 . ∝沿

0. ∝0

4 .4 11
m

‰
3 .39 3 ‰

高で あ っ た
｡

こ の ときの 貯水池流 入量 ほ360 m
3/ S

, 放流

量 300 皿
3/ s が 最大で川端 ダム に 於ける放流量 は5 00 m 3/ s

で あ っ た ｡

昭和45 年は 包蔵 水量 が , 平 年と比 較 して約100 , 0 0 0
,
0 0 0

m 3 も 多く , 気温の 上昇 と 降雨 が重な り急激 な出水が 予

想 され た の で, 各関係団体と協議 を行 い
, 下流 部に被害

ー 81
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,
9 00 56;22

テンタゲ
ー ほ洗t
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23
,
760 151

,
8 10 154

,
4 ∞ 70

,
770120

,
280 1祇230 203

,
9 10 18

,
6 糾

m ツs

洗 入 最 高 457 .5 1ぬ3 2∈礼5 296 .0 1 65 .6 2 16 .2 359 .百 2弛5
一

放 流 最 高 196 .1 159 254 .5 33 2 .4■17 7t7 2弧5 303 .0 2諷5

放 流 期 間 鬼
- % 舛 ～ 鬼 鬼

- % 鬼 - % 好 一 % % ｢ 鬼% 一 兎銘 - %

日 数 12 37 ･36 21■ 19 16 う1 7

放流量､ % 1& 2 46 .3 5 4 .6 35 .3 吼8 57 .9 57 .2 7 .3

図- 6 融雪放流実績 ( S . 3 9 ～ S . 4 6)

を与 えない範 囲で予備放流 を行 っ て い る ｡

‾ 放流が必至で あ るときは
, 管理所, 出張所共に 事前毘

警戒体制をと り, 水象, 気象 の状況把握, 各機関 へ ゐ連

絡, 警報に よ る
一 般 へ の 周 知 適 正なる ゲ ー ト餅度ゐ決

定等, 円滑に か つ 速か に 放流 措置に は いれ る様予 め粧編

成を 組ん で 放洗に 対処 して い る｡

8 月下旬か らは 台風紅 よる 洪水放流が や っ て来 る｡ 表

⊥ 8 -土示す様に 融雪放流上
-
りは∴放 流量 も少く放流自

■
改

も食 い が, 雨天の 多い 時期で あ るの で水 足も早く 急激 な

場合が多 い
｡

_
表一9 に 大夕張, 川端 ダム甘こ於け る, 昭和4 5年虔の 用

途使用水量を示 した
｡

.
流入 全量に 対 し無効放流量 は大 夕

張で は 盟 % , 川端 ダム で は4 1 % で あ る
｡

この 差 は 大 夕

張, 川端間中こ於 ける区間流入 たよ るもの セあ る
｡

肖 流水の 貯留お よび 放流 の 方法

大夕張 ダム に 於て は 操作洗車第 9 条に l
‾

7 月 1 日か ら

9 月30 日 まで の 期間は 制限水痘 E L+ 263J 5 0 m
, 1 0月 1

日か ら翌年の 6 月30 日壷で の 期間は 常 時 清 水 位 E L .

1 1

2 6 4 . 5q m を超 えて は な㌻らな叫 とあさ
る｡

従 っ で洪水時に 於ける貯水車力嘩 如 軒た 期間の 制限
l

水位, 或は 満水位 よ り以下の 生きは 放流をしなカミら又 は

表 - 8■ 秋 に 於ける琴流実績 (不夕張 ダム)

年度 放 流 期 間 日 数 放 流量( グ ー り 流 入 最 ‾高 l 放 転 最 高 降 雨 量

4 0 9 / 1 7 ′ - 9 / 2 1 4 2 , 2 仙 9 6 0
m

ユ

4 9 8 . 5
m

3

/ s

l 4 6 2 . 1
m

3

/ s
1 紹 . 9

m m

4 1 7 / g I ～ 8 / 2 3 4
,
8 4 7

,
04 0 9 2 . 3 : 1 8 0 . 2 6 1 . 9

〃 8 / 1 8 ～ 8 / 2 3 4 8
,
8 4 2 ,

6 4 0 4 94 . 5 ∴ 1 3 9 0 . 4 1 8 4 . 0

〝 1 1 / 2 5 ′ } 1 1 / 2 7 4 , 4 58 , 24 0 1‾67 . 1 1 1 3 6 .･7 1 0 9 , 7

24 11 / 3 0 ～ 1 2 / 2 2
,
3 24

,
1 6 0 9 6 . 1 1 9 5 . 6 3 8 . 1

54 1 0 / 2 6 ” 1 1 / 1 6 1 2 1 1 3
,
0 2 9

,
1 2 0 1 1 7 . 1 . 】 11 7 . 0 3 5 2 . 0

64 1 0 / 2 ノ ) 1 0 / 1 3 1 1 2 2 3 , 94 1 , 4 4 0 1 6 8 . 7 l ■1 6臥 7 1 3 1 . 5

表
一

9 S . 4 5 ダネ の 用 途別使 用水量

大 夕張ダ ム ( 単位千 m
3

)

㍍ 1 ′ - 2 3 ′ - 4 9 ～ 1 0 l l l ～ 1 2 1 合 計

主人流 21 , 9 6 2 1 6 3 , 4 8 6 2 73 , 3 8 7 4 3 ,
1 7 4 2 8

,
70 2 3 1

,
4 8 4 1 2 9 , 3 5 7 1 9 2 , 5 9 4 78 4

,
1 4 6

発 電 5 7
,
2 3 1 9 6

,
7 6 8 8 9

,
2 25 4 6 , 0 2 2 5 1 , 5 3 8 3 8

,
9 3 2 6 7

,
3 4 0 1 1 0 1 , 9 2 6 5 6 6 , 9 8 2

( 兼 業) 926( )9 )82313( ( 5 6
,
6 4 4) (5 1 , 5 3 8 ) ( 3 8 , 9 3 2) ( 1 8 4

,
7 4 1)

農業放水

放 流 量 2 6
,
4 5 6 1 7 7

,
3 8 8 9

,
0 7 1 1 3

,
9 4 8 2 1 6 . 8 6 3

計 5 7 , 2 3 1 1 2 3 , 2 24 1 2 6 6 , 6 ほl 64
,
0 2 2 l 5 1

,
5 3 8 l 3 8 , 9 3 2 7 6 , 4 1 1 卜10 5 ,

8 7 4
､

78 3
,
8 4 5

汁
･ ･

8 3 ,
-



川端ダ ム

よヾ 1 ′ 〉 2 3 ′
} 4 9 ′ } 1 0 1 1 ′ ～ 1 2 合 計

流 入 丑 6 7 , 9 94 2 3 6 , 4 3 3 3 6 0 ,
0 8 0 7 4

,
9 5 2 6 6

,
2 1 7 4 8

,
0 9 9 1 2 2

,
8 4 4 1 4 7

,
8 3 9 1 1 , 1 2 4 , 4 5 8

発 電 6 9
,
0 22 1 0 7 , 2 3 1 7 5 , 6 0 0 3 6 , 73 7 2 7 , 9 8 4 2 4･ , 5 03 8 9

,
8 3 0 1 1 0

,
5 4 0 1 5 4 1

,
4 4 7

幹 線 864 2 1
,
4 6 2 3 9 , 6 2 3 3 7 , 1 9 5 2 3 , 4 3 1 1 22 , 5 7 5

放 流 量 126 , 0 4 9 2 6 7 , 56 3 3 2
,
6 6 7 3 7

,
0 74 】 4 63 , 3 5 3

計 69
,
0 2 2 2 3 4

,
1 4 4 3 6 4

,
6 2 5 7 6 , 3 6 0 6 5 , 1 79 4 7 , 9 3 4 1 2 2 , 4 9 7 1 4 7 , 6 1 4 1 1 , 1 2 7 ,

3 7 5

荘 川薦ダ ム に 於け る発電 の 内に は 下流 の 長沼, 栗沢, 南幌各幹線の 使用水量が 含 まれ て い る｡ 又幹線 と あ

るの は 由仁, 栗山幹線 で の 使用水量 で ある｡

264 .50

35

3 0

25

20

15

10

5

190 3 債
5千

25

5

190

30

包蔵 水 量

畢剖

＼
1
+

3 0 3 m %
l

l

l
l

l

l
1

l

l

l

;▲ゲ 小 放流
】▼
】
l

l
l

l

l
l
】

: 貯 水位

18 0

17D

1 60

150

140

130

120

110

6部)

180

170

160

150

140

130

120

110

降 雨量 ;
l

l

l

l

流入量 l

l
l

t

1

】
】

l
l

l

l

｢
- +

l

3 偉

Z億

1 偉

l

l

l

l

｢
-

｢

,
l

】

l

l /

260 .の

255 .00

ト r
‾

100

90

20

15

100

90

フ 汁十
′

′｢
ゴ

I l

甘
､

＼

ハ ＼

J

J

′
′

＼ ′

/ ＼ノ

′

′＼
､

′

′

′ F ! !
J

l

l
ノ ー 塩 星

最低 気 温

√
‾

250 .00

245 .00

240 .00

80 10 80
/

r 一
一 ′

′

､ ノ
､

､ノ

｢
-
+

召!

ノ

l

l

70 5 70

′

′
/

′

l 】 l

l 】 l l
＼ ′

ヽ ′ l し- + l

60 60

ヽ

t l

′

へ
､
ヽ

l
〈 ⊥ ′

‾ ‾

､
､

-
′1

‡

l

I

50 50 ､
′
/

′

/

r ＼ ′
レ

へ
､
､

235 ,00

230 .00

225 .00

220 加 n n

､

､
/

l ､
′

ノ
ヽ

/
′ ′

40

30

10

15

40

30

l ノ

! 考量昼型呈

_ ′
ノ

ー ･ 止 ･
- - ＼

.

t

I

l

l

l :
1 1

‾ ‾

†
｢

l l

l

l

J ＼ ′

′

′

∨

｢- ｢

l

20 20 20

25

20

I

I

l

1 1

l l

l l l
+

1 5･
10

5

l l t l

10 10

l

J
l

舟

L _ + l

｡n
L
肝一-

1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 柑 20 22 24 26 28 30 31

4 】 5 1

園
-

7 昭和45 年度 融雪放流実 態 (大 夕張ダム)

流水 を貯留 し, 前記水位に 等 しく な っ た時以後ほ テ ン タ 了時に は 制限水位, 清水位を 保持す る こ と と な っ て い

- ゲ ー ト開度操作 に よ り流入 量 を 限度 と し て放流 し, 終 る｡

- 8 4 一



洪水時 に貯水位が制限, 清水位 に 達 して い るときも流

入量 を限度と した 放流 を行う｡

た だ しダ ム 維持上必要 ある ときお よび 下流に 被害 を及

tぼす恐れ の ある ときは 各関係者に 連絡 して 例外放流 を行

う ことが で き る
｡

川端 ダ ム に つ い てほ 現在ま で の とこ ろ制限水位の 設定

ほ ないが, 栗山, 由仁丙幹線用水路 の 取水施設が あり,

清水位 E L . 8 3 . 3 0 m に 対 し, か んがい 用水確保の た め
,

か ん がい 期間中は 常時水位 E L . 8 2 . 8 0 m が定め られて い

る｡ 更に 発電むこ つ い ては E L . 8 1 . 8 0 m が低水位とな っ て

い る｡

洪水時 に 際 して は , 常時清水位を越 えた ときか らグ ー

大 夕 衷 ダ ム

I 操作を行い , 常時清水位に 達したときは 流入量を限度

と して 放流 し常時満水位を維持す る こ とに な っ て い る ｡

帥 流 木, 廃棄物の 処理

大夕張, 川端 の 丙 ダム は共 に12月 初旬か ら結氷が始 ま‾

り春の 融雪の 始 ま る 4 月上旬に 解氷する ｡ こ の 間 は 流

木, 廃棄物の 流入 は 全く心配 は な い が
, 解 氷する と同時

に 流入量 が増加 し水位 の 上 昇に伴 い 貯水 池内 へ 流れ 込ん

で 来 る
｡

この た め 解氷後は速 か に網場 の 取 付を並行 する

と共 に こ れの 除去作業 を始 め る
｡

最近は 化学加工 製品がどん どん と出回る関係か らか,

目立 っ て こ の者 の 廃 棄物 が多く な っ て い る ｡ しか も不 他

姓の も の が混 っ て お り, 勉理 に 困却 し てい る
｡

川 端 ダ

写 暮- 3 流 木, 廃棄物 の 流 入状 況写真

大夕張, 川端共に 上流に 市街地, 炭砿が あ り, 廃棄物

の 投入 に つ い て 関係者と再三協議を行 っ て い ると こ ろで

あ るが
, 添付写真 で見られ る様に 年々 増加の 傾 向 に あ

る｡

こ れが処理に つ い て は 人力で 行 っ て い る が流入量 を処

理 しきれない 実状で あ る
｡ 処理 方法に 良策を考 える必要

が あ る
｡

H 漏 水

境体 監査廊内の 排水溝に 三 角堰 を設 けて漏水 と湧水量

を観測 して い る ｡ 湧水皇 は 監査 廊内に設置 の 揚匠計 で測

定 し三 角堰測定値 か ら差 引き残 を漏水量 とし た ｡

図- 8 は貯水位 1 m 単位 の 漏水量を S . 3 6 ～ S . 4 3 の 平

均値 とS . 4 4
, S . 4 5 に つ い て ブ ロ ワ トし たも の で ある｡

漏水量 は貯水位 と相関が あり水位 の 上昇に 伴 っ て 増大

す るが, 洪水時に テ ン ク ー グ ー †放流を行うと 一 時的 に

平常 の1 ･ 0 ～ 1 ･ 5 倍 の 漏水量が 記毎され る貯水位 が 荘流部

に下 る と元に 復す る
｡

国一8 の 2 次曲線 で S . 4 4 年度漏水量 に つ い て は 十勝

沖地震に よ る
一 時的な影響が現れた が S . 4 5 年度に 減 少

して い る｡ 今後は S . 3 6 ～ S . 3 5 年の 曲線に近 づくも の と

思 われ る｡
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現在の と こ ろ特に 目立 っ た 漏水力勉もなく漏水量 に し

て は 少い 方で ある
｡

( Ⅱ) 放散管理に つ い て

当所に 放 ける施設と設備は(2) の 項で 挙 げたとお り多種

多様 で ある｡
これ らは 常に 良好 な状態で 維持 しな ければ

ならない
｡ 国 - 3 に 示す様に 貯水 池水位に変 動が あ り水

位 の 上昇の 時に は 水中に 没す るも の もあ っ て 保 守, 点

検, 補修に つ い て は 水位 の 状況匠 応 じ行 っ て い る
｡

越汲 , 制水, 調整各門扉 の掩揚装直,

‾
電気系統, 通信

設 備等 は貯水位に 関係なく点換整衛は 出来 るが, 各門扉

表
-

10 豊

お よび ワ イヤ ー

,
ス ク ー リ ソ 等の 補修, 給油, 塗装は貯

水池水位 の 下降 して い る渇水時 を利 用せ ね ば実魔 出来な

い 状態で あ る｡

経常的豊 席ほ 年度当初の 計 画に基 き行 っ て い るが, 重

要 な整備 に つ い て は , 表 一丁O に 示す様 に 年 次 計 画 を 樹

て, 予 め 発電所 などとその 時 期,
整備に 要 する期間, 整

席内容等 を打合せ し協力の 上行 っ て い る
｡

なお 葡測設備特忙 中 ポ ッ ト局, 通 信設備 , 警報設 麻等

をこ つ い て は
, 定 期的に 巡回を し点検を行 っ て い る ｡

備 計 画 表

妄
､

盲
､ -

- -
- -

- -竺空
電線及び 制御 ケ ー ブ ル 取替

昭和4 7年虔

1 式

昭和48 年虔 l 昭和4 9 年度 昭和50 年度 摘

テ レ メ
ー タ ー 警報局更新 1 局

制水門廉 ワイヤ ー 及び塗装香 1 門

テ レ メ
ー タ ー 監視局更新 1 局

無線電話更新 7 局

テ レ メ ー タ ー 雨量局更新 2 局

テ レ メ
ー タ ー 水位局更新 1 局

調整門廉 ワイヤ ー 取替 3 門

越流門扉 ワイ ヤ ー 及び塗装香 3 門

取水塔 ス ク ー タ ソ 取替 33 個

自動門扉 ワイ ヤ ⊥取替 2 門

.
(4) 問題 点に つ い て--

〝) 廃棄物 の 収集対策 に つ い て

こ の ことに つ い ては 前項(3)
-

肖 に あ げた とお りの 状況

で , 取水 或は発電効率を妨 げる ことカ予あり 一 種の 公害 と

も云 える｡ 毎 日 の 沫れ込み 量が 多くとれ の 収集に 苦慮 し

うい る ｡

:｡ 廃棄物 を投 入 しない 様に 市綺地住民ぺ の 協 力に つ い て

朗係団体を通 し呼び か けて い るが余 り期待は 出兵なt ､
｡

従 っ て能率的 で経済的な収集方法がな い もの か 思索中で

あ る｡

…(ロ) 硬水塔内 の 凍結防止に つ い て

さ二大夕張, 川端 ダム は 共に 冬期間に 凍結を見 るが･ 凍結

防 止設備が配慮されて い ない た め硬水 塔内 一 面に 永が張
1

3
, 塔内の 出入 りは 出来ず, 氷の 額除きは不 可能な実 態

自然融解を待 つ 現況で あ る｡･-

殊に 大夕張 ダム で は 冬期に ほ 水位の 低下 があり写 真に

示 す 掛 こ凍結 した 氷如取水塔ス ク ー リ ソ お よび各門屋ワ

イ ヤ ー ロ ー プに 附著 し, 氷の 自重に よ りワイ ヤ ー ロ ー プ

写其 - 4 取水塔 内凍結状況 (大 夕張 ダム)

の 疲労を早め る ば か りか 落下 に よ っ て塔内設備に 損傷を

与 え維持 陳守作業 に 困難 を来たす結果となりか ね ない ｡

レう 通信設備 お よび テ レ メ
ー タ ー 装置 に つ い て

通信設備 お よび テ レ メ
ー タ ー 装置 は ダ ム 管理上重要な

設備 で ある ｡ 既設 の 設備 は メ ー カ ー の 異 っ た機辛が据付

けられ て お り, 保 守点検整衝は もと よ り故障が発生 した

一 郎 一



場 合
一

貫 性が なく各社 ど とに 依瀕 しなけれ ば ならない現

況 で
, 復雑 さ を 招い て い る ｡ 今居更新 に 際 して は 出来 る

だ けメ ー カ ー の 統
一 を計 る べ きで ある

｡

以 上 当所 に於 て管理上 困難 を来た して い る問題点に つ

い て簡単 に 述 べ たが , 特 に(ロ) 凍結防止 設備が 研究 され最

近 の ダ ム 建設 に ほ実用 化 され効果を あ げて い る ｡ 当 ダム

身こも設備 され る こ と を期待 した い｡

お わ り に

夕張川水 系に は 大夕張, 清水沢, 川端の 三 つ の ダム が

連続 して お り, 農業と発電の 二 つ の 目的を 持 ち水の 調整

が複雑 であ る｡

■こ
.れが調整に つ い て 当管理所が 開所 の 当初 より夕衷川

水系土地改良区連合,
二 股, 清水沢, 川端 各発電所等 の

関係者と毎年定期的に 融雪前に放 沈, 利水 , 施設 の 補償

等い わ ゆ る利水計画に つ い て
, 又 利用 の 過程 に於 ても必

要に応 じ 協議 を 行い ダム の 円滑な運 営を因 っ て お り貯

水の 有効利 用に 努め て い る ｡

以上 が大 夕張 ダ ム 管理 に つ い て の 概要 で あるが い さ さ

か で も参考 に なれ ば幸 い で ある
｡

『豊川 用 水 技術誌』

『豊川用水設計図集』
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〔報 文〕

利 根 大 堰 の 管 理 に つ い て

永

目 次
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‥

= ･
‥ … … … ‥ … ･ ･ ‥ … … ‥ ‥ … (8 幻

Ⅱ 46年 取水実績･ … ･ … ‥ … … … …
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Ⅱ 財産管理
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･
‥
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Ⅳ 旗設管理
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1 . 操 作 ‥ … ‥ … … … ･ ‥ ‥ ‥ … ･ … …
… ‥ … ･ …

(8 9)

Ⅰ は し が き

利根大堀 は河 口か ら 15 4 れ 利 根川の 中流部に位置 し

七い て
, 河床勾配 の 変曲点に あ り,

こ れ より上流域 は杓

6
,
0 0 0 加

2
, 西方か ら鳥川, 神流川を 併せ

, 吏 に 登 っ て は

西方か ら吾妻川
, 吏に 遡れ ば 東か ら片品川, 西か ら赤谷

川を 併せ , 利根の 源流に 至る ｡ そ の 年聞流 出量は 約50 億

m
3

と な っ て い る
｡ 利根川は 徳川時代, 江戸を水 禍か ら

守 るた め 赤堀川に よ っ て 東遷せ しめ た 歴史を 有 し て い

る｡ そ の た め当管理 所管 内の 中川流域 の 穀倉地 帯は , 余

慶著 しく, 江戸 の 繁栄を 支 えた の で あ っ た が , 下 流 千

葉, 茨城両 県の 利根川沿岸 の 人 々 は
,

反対に 洪水被害 で

呼 吟す る こ とと な っ た と云わ れ て い る
｡ 北 か ら渡 良瀬川

を合流 し, 栗橋 を 通り, 関宿 に て江戸川 を分 流 して なお

末 流 し, 鬼 怒川, 小 則11 を併 せ て 佐原 より霞ケ浦 の 白帆

の 浮ぶ 滴 々 た る水 と共 に 銚子で 太 平 洋 に 注 ぐ, 流 域

15
,
0 0 0 k m

2
の 大利根川は 年間流 出量は130 億 m

3
とい わ れ

て い る｡ 印旛沼, 手賀沼 の 治水 は成 り, 霞 ケ浦の 洪水防

染も常陸川水 冊 こ よ っ て 成 され た今, 首都圏の 水需要むこ

応 え る べ く , 新 た な利水 , 治水一体作戦 の 展開 が可能 と

な っ て来 て い る ｡

上流 の 多目的 ダム 群 , 中流 の 河川 と河川を結ぶ 連絡水

路 , 下 流の 印旛沼, 霞 ケ 浦の ような治水利水兼用 の 調整

池群, こ れ ら 一 連の 水 資源開発施設 を
一 貫管理 する こ と

に より, 洪水に お ける 禍を 利水に お ける 福 とな すの が ,

わ が 水資源開発公団に お け る施設管理 の 使命･で あ り ま

す｡
か か る目的 をも っ て造成 され た施設が 有機的に 運営

され ,
よ り早く,

よ り安く, よ り 多く,
よ り清く水が 人

々 の 幸 の うえ に注 が れる よ うに努 力す る の が管 理 の 本 領

と云 え ます｡

Ⅱ 利根大塔 等の 概要

利根大堀を含む 利根導水路事業 は 以下述 べ る 5 つ の 施

暮 利根大堰管理所長

正
*

2 . 維 持
… ･ … ‥ ･ … ･ ･ … ･ ･

( 9 0)

3 . 修 繕 ･ ･ … ‥ … ‥

｢
… ‥ … … … … … ‥ ‥ … … ･ ･

( 9 1 )

Ⅴ 自動制御 ‥ ･ ･ ‥ ‥
･ … ･

…
t

( 9 1 )

Ⅵ 制御 の 反 省 ‥
･ … … … … … … … ‥ ･ ‥ ‥ ‥ ･ = … …

( 9 2 )

設か ら成 っ て い ます ｡

一

利板大塔 (利根川水位堰 上 げ用)

二 埼玉 ･

邑楽水路 ( 農要用 合 口水路)

三 武蔵水路 ( 利敵川 ･ 荒川 連絡水路)

四 秋 ケ瀬取水堰 ( 荒川水位堰き上 げ用)

五 朝霞水路 ( 東京都市用 水, 浄化用水導水路)

取水 し て い る水 は次 の 三 種慌 の 水 で あり ます｡

- 農業用水 主 とし て 中川流域等 29 , 0 0 0 b a の 水 田

用水

通水量最大88 . 8 7 m
3

/ s e c

二 都市用 水 東京都上水道用水 27 . 23 m ソs e c

内 訳 矢木沢 ダ ム 4 . O m
3/ s e c

下久保 ダ ム 12 . 6 3 m
3

/ s e c

利根川河 口堰10 . 6 3 m りs e c

東京都工 業用水 3 . 3 8 m
3/ s e c

河 口 堰の 効用発揮 に よ るも の

埼玉 県上 水道用水 2 . 7 5 m
3

/ s e c

下久保 ダ ム 1 . 6 m
3/ S e C

河 口堰 1 . 1 5 m
3/ s e c

埼玉 県工業用 水 1 . 8 m
3/ s e c

下久保 ダ ム よ り の 補給水

合計 35 . 1 6 m ソS e C

三 浄化用水 栗橋地点に お ける 流量が か ん が い 期 に

お い て125 m ソs e c 以上 あ る ときは
,

3ひ

m
3

/ s e c を 限度 と し て 本堵で 取水 し,

荒川に 注水す る｡

農 業用水 ほ合 口水路 に よ り , 群馬, 埼玉 両県 の 既設 8

用水に連絡配 分する の が 目的で , 利根 川左岸側 の 群馬 県

に 邑楽水路16 . 6 れ 利根 川右岸 の 埼 玉 県側 に 埼 玉 水 路

16 . 7 血 が設 置 され て い ます｡

都市用 水と 浄化用水は 武蔵水路 と 云わ れ る 連絡水 路

14 . 5 血 に よ っ て 荒川 へ 注水 され , 荒川の 自流と 一緒に な

っ て 約3(油Ⅳ流下 し
, 入間川 と合流 し なが ら

, 秋 ケ瀬取水

堰に 到達 し, 再 び堰 き上げ られ て朝霞水路 で 東 京の 都 市

ー 8 8
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用水 と 浄化用水 を攻水導水 し て い る の で あり ます ｡ 朝霞

水路の 延 長は 僅か 2 血 程で すが , 都市近郊の た め 沈砂 池

を 除き全線暗渠 とな っ て い ます｡ 東京都の 上 水 道 用 水

ほ
, 台地の 上に設 け られ た 朝霞浄水場で処 理 され井 草配

水池 へ 送水 され る もの と, 原水の ま ま, 本来 多摩 川水 系

で あ る東村 山浄水 場に 送 られる もの とが あ り ます ｡
こ の

送水路は 河川の 流況に よ っ て ほ 多摩川の 流れ を朝 霞浄水

場に 送水す る こ と も可能Fこ な っ て お り ます｡ 埼玉 県の 浄

水 卦 ま秋 ケ瀬取水堰の 杓 4 血 上 流の 左岸 に あ っ て
, 県単

独で 埼玉 県の 都市用水 の 利根川 水系分を取水処 理 して お

り ます｡

浄化用水は 朝霞水路 か ら荒j 附こ平行 して流 れ る 新河岸

川 に 注入 され, 岩 淵水 門の 近く で 隅田川 に流入 して お り

ます｡

一 時 は秋 ケ瀬取 水堰 で堰 き上げた 水を , 水位 を下

げて フ ラ ッ シ ュ す る こ と が考 へ られ た の です が
,

そ れ よ

り コ ソ ス タ ソ ト に 放流 す る方が 効果が ある と され , 現在

は秋 ケ瀬取水堰の 下流 責任放流量を 5 m
3/ s e c と規定 し,

それ 以上 の 流 水は 可及 多量 に 新河岸川 に流す こ と に して

い ます｡

Ⅱ 4 6 年取水実練

か ように して取 水導水 操作を して い る 結果 , 利根 川か

らの 取 水量 は 年間約 16 億 m
3 に お よび利 根大堀地 点の 流

量約 5 0 億 m
3

の3 2 % と な っ て お り ます ｡
こ の 内訳は 農業

用 水約 6 億300 0 万 m
3

, 都市用水絢 8 億100 0 万 m
3

, 浄化用

水約 1 億100 0 万 m
3

とな っ てお り, 荒川か らの 取水 ほ
,

東 京都 約 7 億3 00 0 万 m
8

, 埼玉 県約900 0 万 m
3

, 浄化用水

約 2 億900 0 万 m
ユ
と な っ て い ます｡

農業用水 は 滅反 政策 や ら, 都 市化宅地化 で
,

か ん が い

水量 が減 少す る と 思わ れ て お り ます が, 陸田 の 開発 や,

水路末端施設 が 旧来 の 方式 の た め , 取水量 の 減少 が著 し

く 目立 た な い の ほ 問題 で あろ うと 思は れ , 合 理化計画 の

必 然 性を裏付 けて い ます ｡
こ の 地 方は元来水 利甘こ 乏 し

く , 上流 で我 田 引水 を しす ぎる と下流地域 で干魅 が起 る

関係 に ある の で
, 水路 に は水位 を堰･き上 げ る堰 の 建設は

禁 じ ら れ 水量 に よ り水位 を保持 し, 水 田 に 引水す る習

慣と な っ て お り, 末端 に お け る 宅地 化 が 進ん でも, 上流

の 水 田 にか ん が い す る た め に ほ
, 従宙 と 同量 の 水量 が必

要と な る仕組 みに な っ て い ます ｡ なお , 最近 は大堰に よ

り, 利根本川 の 水位 を堰 上げ た た め , 土砂 の 沈 澱が本川

に お い て お こ り, 水路 内 へ の 土砂 の 流入 が無く な っ たた

め , 水路 の 安定 が破れ
, 垂 直侵蝕 がお こ り, 水路底 の 低

下 と な っ て , 水位 の 下降 を 来 し, 掛 こ見沼代用水 の 上流

で ほか ん が い 不能 区域が生 ずる な ど
, 余計 な水 の 需要を

発生せ し め て お り ます｡

都市用水 ほ 東京 オ リ ン ピ ッ ク時代東 京砂漠 と騒 がれ ,

こ の 利根導水 に よ り水不 足が解 消され た の で あ り ま す

が
, 昭和5 0年以降 の 水 需要 の 増 加に対 して は

, 明確 な供

給源 が なく, 関係 者は憂慮 し て お る とこ ろ で あり ます｡

因み に 昨年の 真 の 最盛期 に は 1 日 の 使用量が544 万 m
3
に

も 達 し
一

昨年の512 万 m
3
に 比 し, 飛躍的な伸 びを み せ

,

昭和49 年に は小河 内ダ ム は空むこ な る で あろ うと予測 され

て い ます｡

Ⅳ 財 産 管 理

管 理 に は財産管 理的側面 と施設管理 的側面 とが あ り ま

す｡ 財産管 理的側面 は事業 の 用に 供す る財産の 錐持で ,

土 地 に あ っ て はそ の 境界 を 明確に し て, 他か らの 侵犯を

防ぐ, とい うと大げ さ で すが
, 実際に 都市化宅地化が 進

行 し て参 り ます と, 小 さ な用地杭等 では 勝手に 動か され

て し ま っ た り , 養魚場 と称 して 用地境を 無視 して 施設境

に コ ン ク リ
ー ト壁 を作 っ た りで 応対に い と まが な い 有様

です｡ 残地 買収 や路線変吏 で施設界 と用地界が
一 致 しな

い 場合も, 唯用地杭 を打 っ てお くだ け で な く管理 が 十分

に 出来 る よ うに, 飽 か らの 侵犯 が お こ らぬ よ う, 施設を

し ても らい た い と思 っ て い ます｡

今の や り方 杭

W
境

改 める やり方 嘉

Ⅴ 施 設 管 理

次に
一

般に い う施設管理 に つ い て ほ , 水資源開発公団

法で は 操作, 維持, 修繕 とい う言葉で 表現区別 され て い

ます｡

① 操 作

操作 とは 流水を 合目的的 に 制御す るた め に 所要の 凝 設

を操作す る こ とを い う訳で す｡
こ の た め に ほ 盲で は 出来

ませ ん か ら情報が 必要で す｡ 即ち , 水位計, 流量 計, 閲

度計, 電話,
テ レ メ ー タ ー

, また ,
こ れ らの 原始デ ー タ

ー を 人間が 日常使用 して い る数字 に 換算す る ホ ン 訳作業

機器, 操作 の 判断に 便利な ように ゲ ー ト開度や 水位差 か

ら直 ち甘こ流量を計算す る計算機j軌 吏 に
,

こ れ ら操作の･

自動化無人化 に 遵 らなる調 節操作, 即ち , 設 定値を 守る

ように 動作す る操作お よ び 設定 値の 変更 に 伴 な う ー 連の

操作を 行な う電子機器を 備え て い ます ｡ また , 情報源 と

して ほ
, 利 根上流 の ダム 群 や , 下流取水状況 も必 要な寄

合が あ り ますの で
, 聞けば教 え て もらえ る道 を 開い て お

か ね ば な り ませ ん ｡ 公団は ダム や 河 口堰 に 管 理 所を有 し

て い ますの で
, そ こ か ら所要の ニ ュ

ー ス は 得 ら れ ま す

が,

一 方 , 建設省 とも常に 日 常の 取水量 の 報 告,
こ れ ら

は 河川法に よ る動作で すが
,

そ の 他に
,

ダム 群 に つ い て

ほ 利根川 ダ ム 統合管理 に 関する 協定が あ り ます の で , 洪
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水調 節
, 不 特定利水 の 指示 を うける よ うに

､
し て ある ほ

か
, 特定利水 の 情報 を得 られ る よ うに し て あり ます｡

た して管 理 所3 階の 捜作 窒に は 全域 の 施設 を
一 望出来

る 監視盤が あ っ て , 各地 点の 水 位, 流量 お よび ゲ ー ト開

度 が
一 度に 判る ように して あ り, 機械的に 目標 値, 設 定

値に 合致 しな い 場合は
, 交替勤務者が 割込制御をする よ

うに な っ て お り ます｡ 勤務者ほ 公団職員の うち 土木 ･ 電

気 技術職負各 1 名の ぺ ア で 粧を組 み ,
2 名の 老が 拘束24

時 間詰め て お り‾ま して
, .1 名は 必 ず監視盤の 前で

, 監視

制御 を行 ない , ユ名 は休憩 を して お り･ , 万 一 ト ラブ ル が

生 じた時 は 2 名で処 理 し , 処理 し切 れ ない よ うな時ほ ,

担 当課長に 電話 し て そ の 指示 を受 机 応援者 が 出動す る'
.

よう に な っ て お り ます｡ 取水量の 要求は
, 各 ユ ー

ザ
ー か

ら予 め 電話 で通知 を うけて お き, それに 従 っ て設定 し て

お り■,. 通常 午前10 時 に変更 ある場合 の 操作 を
一 斉 に し て

お ります｡ 農業 用水 の‾場合 は土地改 良区 で必 要水量を取

り まとめ, 公 団に通 知す る よ うに して お
.り

ます｡ 渇水時

に は ダム か らの 放流 を 無駄に しない ように, また , 下流

蕗城に迷 惑の か か る ような無効取水 を しな い ように
, 細

J L ､ の 注意が 払は れ て い ます ｡ 都市用水 は利根川 か ら取水

し
, 荒川を 流下 し て取水 さ せ る の で

, 荒川 の 流況も勘案

の うえ, 河川管理 者 と協議 し な が ら慎重に 実施 され て お

り, 農業用水も異常時如 こ お‾互いタこ協力す る態度 で
, 円

浦サニ今 まで ピ ン チ を切 り抜 け て来 ま し た
｡

分水 口 か らの 分水 に つ い て は , 幹線水路側 の 分水 グ ー

I と , 支線水路側 の 副ゲ ー トと 二 段式に な っ て い て
, 幹

線水路側 の ゲ ー ト開度 は, その レ ー ズ ン の 最大 開度 を公

団側で セ ッ ト し , 支線側 の ゲ ー トは公 団が命 ずる 副操作

員 に よ っ て , 地元 農民 の 要望をこ応 じて
, 支線

.
内の 調整 を

しな が ら, 操作す る ように して あり ます ｡ 副操作員の 性

格 は, 土地改良区の 給代 ない しほ水利詞整委 員で, 地域

の農民 の 指導 的立場 に ありなが ら, 一方, 公団 か らの 指

示に 従 っ て行為 を し てくれ る人草で あ
_

つ て
,

_
そ の 手当 は

公 団か ら出る よう瞑な っ て い る もの で あり ます｡
か ん が

い 初期 に は 申し合 わせ 会, か ん が い 終期 に は
.
反 省会を 開

催 して , 円滑な運営 を期 して い ます ｡

(参 維 持

維持 と は い わ ゆる 点鹸整備 と調 査測定 で あ っ て
, 管理

規 程の 細則 で 点検整 備基 準表と , 操作 した結 果 の 状 況

や , 施設お よび周 辺の 状 況を調 査する調 査測定基 準表 が

あり ま して , 年間定期的に 実施す べ き業務 を定 め て お り

ます ｡一 点検整備基 準表に ほゲ ー ト類 を操作す る た めに 必

要 な電気機械施設 の み ならず土木施設も含 まれ て い て
,

毎 日 の 巡視 か ら年 1 回程度 の 点検 ま で各種そ の 必 要 の 度

合 い に応 じて 点検 部品の 定期交換等 を実施 し
, 不 意の 故

障 の 発生の ない ように し て お り ます ｡

､
土木施 設 と し て

は
, 大堀 , 水 路, 管理用道路, 副水路等 が あり ますが

,

大堀上下流 に つ い て は , 堆砂洗狙 の 問■題, 水路忙 つ い て

は 側壁の 安定, 漏水, 沈下, 除草, 堆砂除去, 除塵, 安

全 施設が管 理の 対 象となり ます｡ また , 管理用道路は 主

と-して 県,

㌻

市 町村 道と の 兼 用工 作物となる
.
の で

, 道 路自

身 は 市町村管理 と しで 問題ほ 少な い が
, 道路の 改良, 都

市 化に伴 なうー交通畢の 増大等に より, 事 故が 多発 し
,

そ

の た め 水管理に 支障が 生ずる の み な らず, 人身事故即ち

水死事故り発生が あり ますの で ,

.
そ の 予防措置が 必 要と

な ら て 参 ります｡一副水鞘とは
, 利根合 口の ように 従来の

施設を 出来 るだ け 使用す る･場合に ほ , 従来の 水路ほ 普革

河ノりと な っ て い る こ と が 多く,
用捗弟用水路 で い た る と

こ ろ で ポ ン プ取水等 をし て い た もの を幹線用水路 と して

計 画的に利 用す る た め
, 不規則 な取水 や , 排水 は排除 し

な けれ ば な らな い 一 方 , 従革の 普通河川 の 性格 を残す必

要性もなお存在 して い 卑の で
,
用 水路 と して の 副水路 ,

排水 路 と して の 副水路 を そ れ ぞれ設 けて い る もの で あり

ます｡ 用 水路 と して の 副水路は
,

.
分水 ロか ら連 絡 して お

り, 従来 の 川と 同 じく, 何処か らで も取水出来 る ように

して ある 小支線で あり ます｡ 排水路 と し ての 副水路ほ ,

そ れ ぞれの 地形に 応 じて
, 幹線水路に 平行に

, 或ほ 直交

して
, 低部排水路に 適 っ て ゆくもの で あり ます｡

こ れら

の 管理 は 原則 と して
, 従来 の 機能 を保持す る もの と して

の 補償施設 で あり ます か ら, 従来 用排水管理 を して い た

土地改 良区に譲 渡す る こ と と な っ て お り,
一 部で は実行

さ れ て お り ます が
_

ト 中に は 出来 の 悪い 水 路が あり ま して

仲 々 引取 っ て 頂けな い 部面が あり､ 患す ｡ ま た ,

一 方 で

は, 公団法ほ 自ら建設 した もの は 自 ら管理す る立 て まえ

か ら公団が 管理す べ きで あ る とい う議論もあり, 事実行

為 ほ改 良区で 実施 して
,

そ の 費用は 公団が 負担す る ケ ー

ス も実施 されて お り ます｡ 幹線水路の 維持に お け る特色

は, 合口 水路で あ
′
り ますの で 山間深沈を 縫う水緒の よう

に 余水 吐の 設置が殆 ん ど望め な い た め
, 維持上 の ゲ ー ト

振 作が必 要に な
▲
り, 盗 れ を 防止す る た め 取入 口 側 か らの

通水 制限 を しば しば行 な う必 要が 生 じ
ト 当地 区 で は コ ソ

ピ ュ
ー タ ー まで導入 した わ けです が

, 充 分カ バ ー 出来 か

ね る の で
, 在来水 路側 へ 小 さい 乍らも余水吐を も つ 必 要

が 生 じ好結果を 得てト
､ ます｡

こ れ らの 必要性を 生 じ させ

る 原因
.
の 大きな もの は 塵芥で あり ます｡ 最近 の どみ 投棄

は ま こ と に 即こ余る もの が あります｡ 従 来逆 ナイ フ オ ン

入 口 等の 構造物の 直前に ス ク リ ー ン は 設けられ て い ま し

た が ,
こ れ は 塵芥 に 対す る配慮もさ る こ と乍 ら, 人身事

故 防止 の 意味が あ っ た と思い ます｡ 実際面 で は サイ フ ォ

ン入 口等 の 流革の 早く な っ た処 で ごみ を取 る こ と は
, 非

常 に 困難 で あ.
るの み な らず, 損 失水頭を増大 し, 溢流防

止 を配 慮す る た め 予定流量 を流 せ な い 事 態も 生 じ ます｡

従 っ て設計上 の ス ク リ ー ン ロ ス を 確保す るた め の 必 要施

設｢自動除 塵機の 設置 が 必 要に な っ て 参り ます ｡
そ して 人

身事 故防止 の 入 口 ス タ タ ー ン は も っ と目の 粗い もの で よ

い 筈の もの
_
で あり ます｡

また
, 取り上 げ た塵芥 の 処理力皇

｢
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大 問題 で, 焼却場は 反対 され て建設後 では 設置 出来 ない

の で, 水 路と同時に 造 られ な け れ ば な らない と 思 い ま

す｡ 今後は ごみ の と とに つ い て
, 従来沈砂 池むこ つ い て は

設計基準が ある ように
,

塵芥処理施設の 設 計基準を 作る

必 要が あり ます｡ そ の 内容 と し てほ , 塵芥を除去する に

足 る ピ ッ チ の ス ク リ ー ン を 設置す る こ と, どみ の た め痕

失 水瑛が 大に な るか ら同程度の 損失で あ る ように ス ク リ

ー ン 囁を拡大す る こ と, 更に 流速が 遅くな け れ ば 除塵は

困難で あ る の で 除塵作業を す る時は 流水を 止め て 行なう

ペ きで あ るとさえ思い ます｡ 維 持の 中で今 一 つ 大 きな こ

とは
, 施設 の 老化で あり ます｡ 土木的施設 は 耐用年数が

長 い の で すが
, 金 物病は短 い も の で す｡ 特に 塗装に つ い

て は
, 水 没部分ほ 出来 ま せ ん し

, 都市用水 は 年間停止 す

る こ とが あり ませ ん の で こ れ を 行な う こ と は 不可能で あ

り ますの で 転倒 ゲ ー トは 使用 しな い こ とで あり ます｡ ま

た, 操作機器甘こ つ い て は , リ レ ー 等の 部品は 日 進月 歩で

あ る許りで な く,
メ ー

カ
ー は 意図的に 型式を 同一に して

ほ くれ な い の で 設置 当初に 厳重 な包装保管の も とに 相当

数 の 予備晶を 用意 し, 土木施設の 耐 用年数 と合せ て お か

な い と相 当量困 る こ とに なる と思い ます｡

(卦 修 繕

次に 修繕 であり ます｡ 施設は 老化す る許りで なく, 施

設を 設置 した こ と甘こ より従来の 自然 バ ラ ン ス を変更 し ま

すの で , 施設を 含め た バ ラ ン ス が 出来 る まで 自然 界の 動

きが 始 まり ます｡
そ れ が 予期 され た 方法範囲で 起れ ば 問

題は あり ませ ん が , 意外な 早さや 範囲方法で 起る こ とも

あり ます｡ 例 えば 大堀の 設置に より上 流側軒こ 土砂 の 堆賛

が 生 じ 下流側で 洗堀が 起る こ とは 自明で すが, 縦 断勾

配 の 変曲点に あ る 当地の 河床は 非常に 不安定で , その 変

動ほ 大き く, 上 流側の 約30 e 詔の 堆砂に対 し
, 下流側は約

1 . 2 m
～ 2 . O m の 低下 とな り, グ ー = 箆棒上 の 操作 とあい

ま っ て , 局 所的むこ は 5 . O m の 洗堀を生ずる事 態も起 っ て

い ます｡ また , 秋 ケ瀬地点で は 都市の ス プ ロ
ー ル の 拡大

に より, 地下水の 低下を 招い て お り, 例え ば 沖積 ジ ル I

層 では , 地下水が 約 6 I n 低下 した 場合は 約88 e庇の 圧密沈

下が 想定 され
, 昭和39 年か ら昭和46 年に 至る ま

■
で の 7 年

間で 秋 ケ瀬管理所構内に お い て34 e 甜
, 朝霞水路で は 最高

76 e 況の 沈 下が 起 っ て い ます｡

一 方 , 基礎工 は 取水堰 , 取

水 口
, 荒川堤防樋管, 新河岸 川堤防樋管, 分水 口等重要

な ゲ ー トの あ る構造物は 銅管基礎, そ の 他の 水路ほ , 水

＋ コ ン ク ク ー トの 重要が , 堀 さく し去 っ た 土 重 より軽い

の で, 特に こ れ に よる 沈下は 起らな い と判 断 して 無基礎

と した の で あるが, そ の 地域 一 帯の 構造的沈 下 と な っ

て
, 沖横地盤と共下りの 状態 と なり, 反 っ て 鋼管基礎の

あ る構造物部分の 沈下量が 微少 なた め , 構 造物の 不等沈

下となり, その 間に お い て, 漏水, 土砂の 吸 出 し が 生

じ, 地表面 の 陥没 とい う結果 を 生 じて い る ｡ か か る大補

修は 特殊の ように み える が, 水資源開発は 山奥か ら都市

周辺 まで に 亘 っ て お こ さね ば ならず, 都市化 は 自然 を変

ボ クす る の で あ るか ら,
かか る大補修も 必魚 で あろ うと

恩は れ る ｡ また , 維持 の 面 で改造 し なけれ ば危険 で し よ

うが ない 部面 も多 々 出て来 る, し , 労力不足 か ら労働力の

少く てすむ施設 へ の 改変も必 要 に な っ て来 る｡ 即ち
,

三舞

境に 対応す るた めに も補修が 生ず る と い わ ざ る を 得 な

い
｡ 管理 の なか に 含 まれ る修岸･と とい う概念 は

, 老化に

対応す る もの と し て存在 して い た と思 うが , 環 境 の 変

化,
それ も施設白身 の 存在に よ り変 え られ た 環境の 変化

に対応す る もの と して修繕 と い うか
, 新 し い 対応 の た め

の 摺 り合せ が要求 され て い る｡
こ の 工 費は 膨大 なもの で

ある ｡ 大堰 の 洗礪対策工 事ほ 6 億円 と い わ れ て い る｡ 秋

ケ瀬 の 沈下対策 は 2･ 億 円 と い わ れ て い る｡
か か る不安定

地盤上 に お い て水 を止 め られ な い 重要 な水路を 建設す る

場合, 完壁 を期す に は考 へ 方 を変 え た工 法をこ基づ く もの

を平行 し て
, も う 1 本作 っ て おく こ と が必要 とす る と ,

あと30 億 円位 ほ要 る で あろ う｡ 利根導水路事業 の 総事業

費ほ 200 億 円で あ っ たか ら, 1 0 年経て ば10 % 位の 修梧費

が必要 と なる の は 当然 かも知れ な い ｡

Ⅵ 自 動 制 御

次 に 当管理所 の 特色 の
一

つ に 自動制御機器 の 導入が あ

る の で, こ の 問題点に つ い て 述 べ て み た い
｡

そ もそ も広

域 的な水管理に つ い て は, 情報源を ど う促 えるか とい う

分析 が必要 で, 雨量 の 把直に つ い て の み考 へ て も正 確 き

は限界 が ありそ うで ある し
,

流達時間 の 予測 とい うこ と

が入 っ て来 る と ,

∵
層む づ か し い もの に な るの で

,
コ ソ

ビ ュ
ー タ ⊥ の 導入価値が で るも の と思わ れ る ｡

こ こ では

広域的 な こ とは 取扱 っ てお らず, 目の 前の 河川, 水路内

の 水に つ い ての 制御 とい うこ とで あるの で
, 人工 の 範囲

内に と ど ま り,
工 場 内の ガ ス

, 水道の 供給と変らなくな

っ て来 る
｡

工場 内の 管水路 内の 流体制御は, 自動制御 の

中で は工 場 の 組立 て制御 に比 べ れ ば易 し い もの と されて

い る ｡ た だ 少し難 しく し て い る の は
, 開水路 の 制御 で あ

っ て , 流量 の 把握 を, ゲ ー ト開度 と上 下流水位差か ら計

算 し た値に よ っ て , 制御値に す る こ とや, 溢:水 の 危 険

や, 急 な放流 に よ る危険を お か しな が ら処 理 して ゆくむ

づ か し さが 伴 な うこ とで ある｡

こ こ で行 な っ て い る自動制御ほ 大別す る と/ デ ー タ ロ

ギ ン グ, 即 ち , 各地 点 の 水位, ゲ ー ト開度, 流量を 一 定

時間隔 で ス キ ャ ソ ニ ン グ し て そ の 値を 監視盤 に 表示 し,

電算機 内 に記憶 し, 定時的 に 作表 タイ プす る｡ ま た , 上

流水位 一 定制徹 ,
即 ち取水分水 を定量的に し易すくす る

た め に
, 水位 を

一 定 に保 つ 動作 であ っ て
, 大堀の ように

_

上流水位 の 単位時 間内の 変動量 と, そ の 位置 か ら, グ ー･

ト開度を 予測計算 して 操作す る フ ィ
ー

ドフ ォ ワ
ー

ド制卸

する もの と , 水位 が変動 して
一

定 の 範 囲外に 出た場合 に

- 動作に
一

定の 開度だ け操作 して或 る時間待 ち, 未 だ範.
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閉外な らば 再び繰 り返す方法, また , 水位が
一 定範囲外

iこ 出た ら動作が 始 まり,

一 定範囲内甘こ入る まで 継続する

方法, また , 水位が
一 定の 範囲外に 出 る量に 応 じて

,
ゲ

ー ト開虔を 変化 して 定め て
, 範囲外甘こ 出た 時に

, そ の 定

め た 開度だ け動作す る方法, 等 フ ィ
ー

ドバ ッ ク す る方法

で な されて お り ます｡ 次に 定流量制御が あり ます｡ ゲ ー

トの 下流に 一 定流量を 流下せ しめ る よう, 溢流 タイ プに

あ っ ては 溢流水深 一 定制御となり, 潜流 タイ プに あ っ て

は 上下流水位差に 応 じた ゲ ー ト開慶 一

定とな るもの で,

後者は 水位変動に より閲度変更が 必要 とな るが , 荘流タ

イ プに 比 べ る とそ の 変更割合は 少な い 特色が あり ます｡

次 に こ れ ら定水位に して も定流量に して も,
それぞれ に

ほ 時 と場所 に より設定値 が異 る の で
,

そ の 設定値を 設定

す る制御, 或ほ ゲ ー トも数門 あっ た 場合の 使用順序を 設

定 し た と きそ の 順序に 従 っ て 動作す る制御が あるも ので

あり ます ｡

Ⅷ 制御 の 反 省

河川 の よ うに外乱条件 が 多く広域 な もの と, 水路 の よ

う に小規模 の もの と は制御方法 の 適用 は白 か ら変 っ て参

り ます｡ 現在利根大堀 の 上 流水位ほ 堰直上 流 の 水位だ け

で す か ら, ゲ ー トに よ っ て乱 され た水位に よ っ て動作す

る こ とが あり誤 りのも と に なる の で, 背水 が影響 し ない

上流 の 青 戸水位計 に よ り
,

流入量 の 変動を 知 り, 設定値

を変東 し て
,

上 流発電所 の 放流波を 逆調整池的効果 を発

揮 して, 下流放流 を平 準化す る, 広域 的利水操作 を行 な

う ように しなけれ ば な らなぬ と 思 っ て お り ます ｡

また
,

大堀 ゲ ー トの ように長 大ス パ ン の ゲ ー トほ , 少

し の ゲ ー ト 閑度でも大量 の 水 が 流れ る の で
,

河Jtl の 流量

を 変 え ない 放流 で も,
ゲ ー ト の 操作順 序の 変更 が自 動的

に お こ る 場合ほ
, 開度 0 か ら急 激に 開か な い ように

,
2 0

モガ位 の と こ ろ で 5 分間位 休ん で , そ れ か ら また 開い て ゆ

く 等,
急 激な局所 的放流 を しな い よ う操作 しなけれ ば な

らぬ もの で す｡
こ れ は

, 出水時に 間に 合わ ぬ配 慮か ら,

出来 るだ け速か に 出水ケこ対応す る ように
,

ゲ ー トは 作ら

れ て 来て お りますの で
,

こ の こ とも含め て
, 安全管理を

′確立す べ き で あり ます｡

そ れ か ら第 3 甘こ注意 し なけれ ばな らない の ほ , 電算機

の 記憶容量 を節約す るた め に
,

ゲ ー ト操作に お い て , ゲ

ー ト の 開度
■
の 均等化が 行 なわ れ 難 い こ とが あり ます｡ 下

流 護床工 の 洗堀 を 防止す るた め に は
, 川幅 一 杯に 出来 る

だ け広く, 浅く水 を流 し て や らね はなりませ ん｡ 集中が

づむ を 得ず お こ る の で し た ら,
そ の 部分 の 護床工 ほ 頑強

な もの甘こす べ きで あります｡
ま た

,
こ れ とほ 別むこ グ ー †

か らの 放流量 の 連続性が なけれ ば なり ませ ん ｡ 例 へ ば
,

二 段扉 の 上段廉か らの 放流 は 60 m
3

/ S まで 可 能 で あ る

が , 下段屋 の 放流は 3 60 m
さ

/ S か ら始 まり下流水位 の 上昇

に 伴 な い 減少す る とい うギ ャ ッ プ ほ
, 操作に どうし ても

放流 の 集中が 生 じます ｡
こ れは 上 段 鼠 下段扉両方か ら

同時に 放流す ると振動を 生 じ, ゲ ー トが･破 カイ す る の を

避 ける た め の 処置 の 結果 ですが , か か る場合 は, 上段虜

を 閉ぢ て下段廉 か ら 61 m
3

/ s か らの 放流が で き る よ う

に, 造 らる べ きもの で あり ます ｡ 経済 性を考慮す る余 り

大本 を失 っ て ほ い けな い と 反省 して お り ます ｡

反 省の 第 4 は電算機 の ナイ
ー ブ さ で あり ます｡ 精密 な

機械 で あり,

一

方 巨人で ある ゲ ー ト に は , 誤 動作 ほ許 さ

れ ない た め に
, 厳重 なる チ ェ ッ ク シ ス テ ム が阻 まれ て お

り, 遠方押 鉛操作 で は
, 楽 に 捜作出来 る ゲ ー トで も, 電

算機 の チ ェ
‾

ッ ク を うける と G A T E D O W N と文 字で ア

ナ ク ソ ス さ れ , 当該ゲ ー トは 動か ず, 次の 順位の ゲ ー ト

が 瞬時 に して 動く とい う超人 的能力が 与 へ て あり ます ｡

自動化と は 完全無人 化を 意図 した もの で あり ま し よう｡

そ れ は そ れ な りに 正 しい と患い ます｡ 現行シ ス テ ム の よ

うに しな けれ ばならない とも思 い ます｡ 然 し, 完 全無人

化を して も よい 社会環境で は な い 現在 , オ ぺ レ 一

夕
ー

コ

ー ル を して , オ ぺ レ 一 夕 ー に 次の 版位 のゲ ー ト に ス キ ッ

プ させ て も よい の で ほ な い で し ようか
｡ 夜 間は 現行 の ほ

うが 良い こ とは 自明で あり, 前に 述 べ た 安全操作が な さ

れ て い れ ば, 又現行の 方が よ い とも考 へ られ ます｡ 自動

化 の 接点, 完全無人か
, 適時有人か

, 慎重 な考慮 の 要る

と こ ろで す｡

水路の 自動化は 出来 るだ け無動力化を考 へ る べ き で

す｡ 長大 な水路は 富者が 多く, 電気的故障は 地電流 の み

で お こ ります の で
, 電力を 信号動力に 使用す る こ とは 出

来 るだ け避 仇 土木工 事ほ 大きくな っ て も, 側溝余水吐

に よ る水位上 昇防止, 即 ち溢流 防止 を考 へ る べ きです｡

又下流利水情報 を上流に 伝達 出来 る ア ビ オ ゲ ー ト の 開発

をす べ きで は ない か とも考 へ られ, カリ フ オ ル ニ ヤ では

ア ビ オ を等距 離に設 けて
, 瞬時 に し て数百粁 の 水 を移動

させ て お る ようです｡

利根大堀 の管理 に就 て色 々 述 べ させ ても らい ま したが

管理 施設 は安全確 実蛮用 に耐 え る もの ,
こ れ で あります ｡

- 9 2
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Ⅰ は じ め に

群 馬用水 ほ , 関東平 野の 西北 部に あた り , 群馬県 中央

部 の 赤城 山, 榛 名山, 子持 山の 山ろく に ひ ろ が る南北20

五m
, 東西30k m に わ た る面横絢230 k m

2
の 地 域 で ある｡

そ して
, 利根川 を中心 に , 赤城側 は, 標高 500 m 以下

の 赤城 山の 南 ろく 地 帯,

一

方 , 榛名側 は, 標高 500 m 以

下 の 榛 名山, 子持 山の 来 ろく地 帯, 北端 は, 標高 270 m

の 子持 浮石地帯 の 山ろく農地 の うち, 前橋市 をは じとす

る 3 市 4 町10 カ村 に お よぶ お よ そ 10
,
0 0 0 b a の 区域 を対

象 に
, 畑作安定 の た め の 畑地 か ん が い

, 地力維持増進 を

伴 う田畑 り んか ん, さ らに 常時用水不足 を訴 え る既成水

田 に 対す る用水補給等 の 土地 改 良事業 を実施す る こ とに

よ り ,
こ の 広大 な山 ろく農地 を開発 して

, 地域農業 の 高

度 化, 近代的 に 寄与す る こ とを 目標 と して お る ｡

こ の 地帯は
, 表層が 火山灰質の 軽 し ょ うな 土壌で

, 下

層も また , 火山岩砕で あ る ため 透水性に 富み , 雨が 降 っ

て もす ぐ地 下 に しみ 込み , しか も, 降雨量は
,

お お よ

そ , 夏季760 m m
, 冬 季は5 1 0 m m と少 なく, 水に 恵 まれ

な い 地帯で ある｡ 水 田 と言 ぇ ば , 谷川ぞい の 低い 土 地の

棚 田 の み で
,

こ の 水田 も, 用水源で あ る渓流水に 乏 しく

聴 付の 遅延や
, 穂ば らみ 期の 渇水すこ悩 ま されて い た ｡

そ して
,･ こ の すそ 野の 18

,
0 0 0 戸 ほ どの 受益農家 一 戸当

り の 平 均耕 作面積 は , 杓 8 . 4 反 で , 水 田 と畑の 比率は 1

: 4 と 圧倒 的に 畑が 多く, 農業 経営の 主 体は , 畑の た め

消極 的な農業 を営 ま ざる を 得な い 状況 で あ っ た ｡

また , 畑 の 中で 桑園の 占め る 割合ほ
, 約3 0 % , 養蚕 農

家 は
, 総戸数 の 70 % を 占め , 養蚕 が

,
こ の あた りの 重要

な産業 とな っ て お り , 現金収入 の 面 に お ける依 存度 が大

きく, 繭の 価格 の 変 動が 激 しい た め , 農業経営 の 安定 を

阻害 して お る ｡

こ の よ うに , 主体 を なす畑 の 生産は
, 気象 むこ 左 右 さ

れ , 農業経営 は
, きわ め て 不安定 で

,
｢水 一 滴 に

,
血 の

一
群馬用水管理所長

(2) 塵 芥処理 に つ い て … … ‥ … … ･ … ･ ･ … … ‥ (9 9)

(3) 管理 道路 に つ い て ･ … ‥ … ･ ･ … ･ ･ … … … ‥

(1 0 0)

(4) 集 中豪雨 に つ い て
… … … … ‥ … … …

( 1 0 0)

(5) そ の 他 ‥ ･ … ･ … ‥ … … ‥ ‥ … … ･ … ･ - ‥ ･ ‥ ( 1 0 0)

Ⅴ むす ぴ ‥ … … ‥ … … … … ･ … ･ … … … ･ ‥ = ‥ = ( 1 01 )

一 滴+ をか け た水争 い は , 水に 恵 まれ ない 土地 の 早ば つ

へ の 恐怖 を物語 っ て い る ｡

こ の 念願を 実現 した群 馬用水の お ぼ ろ げな構 想ほ
, 昭

和14 年利根川河水統制計画に よる 開発構 想が あ り, 当時

の 県利水局 で 持ち 上 が り ま した が 戦争 で 中断 し
, あらた

め て
, 昭和30 年か ら本格 的な調査を 開始 し, 昭和3 1 年農

林 省の 直轄地 区に 指定 さ れ
, 国と 県が 力を 合わ せ利根 川

や広 い すそ 野に お い て , 満5 カ 年間, 土壌, 減水深, 河

川流量
, 寂 水量 等の 基礎 調査を は じめ

,
畑 か ん

, 開田
,

田畑 りん か ん の 試験等, 事業計 画上不 可欠 の 各種 試験 を

実施 し,
こ の 調査, 試験 の 結果 をも と に し て 昭和35 年 3

月末 に事業計 画書を完成 し, 引続 き全体実施設計 を行 な

い
, 用水路 の 実施計画が 出来上 っ た ｡

一

方 , 県 に お い ても昭和35 年度 か ら末端計画 の と りま

と め を 開始 し
, 開発全地域 の100 0 分 の 1 の 航空写真地形

図を , 作成す る と共 に
, 個 々 の 受益農家 に つ い て の 開発

希望調 査を行 ない
, 末端 団地 の 開発形態 の 決 定 を 急 い

だ
｡ 本事業 の 早期完成 を 期待す る地域農民 の 要望も あ っ

て , 昭和38 年 , 利根川水 系水 資源 開発基本計画 の 一 部変

更 に よ り
, 水 資源開発公団常幸業 と して 実施す る こ と と

な り , 同年10 月農林大臣か らの 事業実施 方針 の 指示むこ よ

っ て
, 直 ちに 建設所 を開設 し

,
翌39 年10 月導水路幹線工

事か ら着工 し, そ の 後, わ ずか 6 年余 の さ い 月 を えて
,

昭和45 年 3 月に
, 群馬用水 の 公団営 の 全事業 が,

1 1 5 億

円余 の 費用 をか け て 完成 した ｡

Ⅱ 水 路施設 の 概要及び特徴

群馬用水の 水源は
, 利根川水系に お ける 水資源開発 の

一環 と して
, 利根川上 流 に つ くられ た 総貯水量 20 4

,
3 0 0

千 m
3 の 矢木沢多目的 ダム に よ っ て

, 新 た に 生み 出 され

た 水と利根川 の 自流を 合わ せ て
, 夏期か ん が い 期間 ( 6

月21 日 ～ 9 月2 5 日) 平均13 . 6 m 3/ S
, 最大1 9 . 7 m

3/ S を ,

沼 田市岩本地先に ある 東京電力綾戸取水 ダム 上 流60 m の

利根川右岸に 設けられた ゲ ー ト 2 門の 取水工 か ら取 り入
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れ て
,

1 7 号国道 と国鉄上 越線をく ぐり抜 軌 子持山 の 東

の すそ 野を 高さ3 . 8 m とい う大きな導水幹線 ト ン ネ ル で

3 . 9 k m 沈下 し , 子持村淵 の 上 に 設 け られ た分水工 に て ,

赤城と榛名 の 両幹線に 分け られ る
｡

ト ン ネ ル 暗 渠

l = 1/ 1
,
9 00 l = 1/

′

1
,9 00

Q
= 19 .68 m

3
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園- 1 導水 幹線 ト ン ネ ル 標準断面図

Q
=

一導水幹線水路

こ の 分水 工 は
,

赤城と榛 名の 頸文 字を取 っ て 赤検分水

工 と 名付け られ
,

上 流部に 沈砂池と , 放 余水 工 を 併 設

し, 分水 テ ン タ ー ゲ ー ト の 操作に よ り分水量 ほ
,

1 2f t 形

パ ー シ ャ ル フ ル ー ム に よ っ て 正確 に量水 され る
｡

分水 工 地 点か ら直ち に利 根川サイ ホ ン ( 延長626 m
, 管

径 2 ,
3 9 0 m m ) で利 根川の 右岸 か ら左岸に横 断 し, 対岸

の 赤城 津久田 地内を 抜け , そ れ よ り佐久発電所 の ト ン ネ

ル と 並行 し
,

さらに , 赤城 山の 南ろ くを 通 っ て い る計画

通水量9 . 9 m
3

/ S の 用水路 を 赤城幹線 とい い , 末 端の 新里

村奥 沢 まで 3 2 . 6 k王℃ に も お よび ∵最僕は 早ノりの 油匠流 入

し て お る｡ 赤城幹線 の 上流部 は
, 河岸腰 丘 を ト ン ネ ル

,

暗渠 , サイ ホ ン
, 水 路橋 で 導水 し, 中流 部ほ 開水路が多

く , 下淀部 は ,
パ イ プ ライ ソ を採 用 して お る｡

同様 に , 子持山南ろく か ら吾妻 川を サ イ ホ ン ( 延長

1
,
4 8 5 m

, 管径2 , 2 0 0 m m ) で 渡 り, 榛名山東 ろく を通 っ

て い る計画通水量9 . 7 m 3/ S の 用水路を 榛名幹線 と呼 び,

末端箕郷 町原 山ま で 23 . 4 k m に も お よ ぴ , 最後は 鳴沢 の

他に 流入 して お る｡ 榛名幹線 の 上流部 は, ト ン ネ ル が多

放 水 ゲー ト

兼寸非砂 ゲー ト

1 8 .0 00 15 .0 0 0 2 0 .5 0 0 10 .0 0 0 13 .2 30

63 .50 0

1 ･4 4 0
＼

＼

く
8 .2 30 5 ⊥0 00

分水工 施工 延 長 76 .7 30 / ヾ- シャ ル

プリ.ユ ーム

トラ ン ジシ ョ ン

＼

園- 2 赤 検 分 水 工 平 面 図

く, 中流部は , 開水路, 下 流部ほ , 暗渠,
パ イ プ ライ ン 水 路全延長の うち ,

山 岳,
丘 陵部を横断 す る ト ソ ネ

が 比較的多い
｡

ル , 暗渠は , 全体の 50 別 こあた る 約 32 k m
, 河 川等凹部

表 -

1 門 扉 設 備

制･ 御 方 式 一

1 ･ 備

水 口 l 管理所及操作所自動制御 ･ 鮒 制御 卜蒜蒜墓
‾

ト

品F呈帥 ｡/ S e ｡

テ ン タ ー ゲ ー ト 2 門

竿 ＋警告警
チ ェ ッ ク ゲ て 卜l 機側制御 し設 備 個 所

榛 名側 4 ケ所

ネ ル ピ , ク ゲ ー ト l 磯側自動制御 l 芦備 個 所
. 森箸認… 謂

皿 型 ゲ ー ト l 横側制御
分 ∵水.

畳 0 ･ 04 t/ S e C
～ 1 ･ 1 3 tノS e C

設 備 飯森､歪鸞濁至芸謂-
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を蔵断す る サイ ホ ン
, 水路橋ほ 11k m

, 閑水路が 17k 皿

と ,･ 全延長に 対 して
, 開水路が 比較的短い の も特徴で あ

る｡

そ して , こ の 両幹線水路の 各所に 電動 また ほ 自動の チ

ェ ッ ク ゲ ー トが1 8 ケ所設 け られ , 水位の 調節, 余水の 排

除 を安全,
か つ

, 確実 に 行な い
,

こ の 外, チ ェ
ッ ク グ ー

表- 2 表 沈 量

トに併設 し た放水工 や, 余水吐工 が14 ケ所設置 されて お

り , 水路施設 の 安全性 を高 めて お る｡

また , 4 5 ケ所 の 分水工 の ほか , 赤棒分水工 地 点に お い

て ほ勿 論, 水路 の 途 中と末端に お ける通水量が わか る よ

う に 各所 に 流革計 が設置 さ れ て い る｡

計 設 備

形 式 測 定 範 囲 備 考

超 音 波 流 量量 計 パ ル ス 発 信 方 式 4 . 0 0 ～ 1 0 . 0 0 t/ S e C
○機場経 由管理所 向流量発信器付
○設備個所, 木馬リIl , 柏倉

パ ‾

写ヱ竺ム メ _ タ】三晶実写エ:エメ _ 夕
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ー タ 1 ス ク リ ュ
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以上 の よ うに , 安全,
か つ

, 確実,
そ して

, 操作は 簡

易に 設計された 堅 ろ うな幹線水路か ら多数の 支線水路が

分 岐し,
こ の 分水 し た個所に

, 支線流量 を時間的に 調整

す る ため の ガル フ シ ー ル 張構造 の 池が い く つ か 設けられ

て い る｡

末 端受益両壊100 b a 以上 の 主要支 線水路 は
,
公 団営で

凝 工 し, 赤城, 榛名 の 山 ろくで10 支線, 延長18 . 7 k m で ,

こ の ほか , 県営 の 支線水路が
,

2 9 路線で
, 延 長117 k m に

_達 して い る｡

こ の 支線水路の 特徴は , 起伏 の 多 い 複雑 な傾斜地形 で

為 る こと, 将来耕 転換,
ト ラク タ ー 等の 磯棋 力導入中こ支

件 を来 た さない こ とか ら地下 バ イ プ レ ス テ ム とし
, 最高

表- 3 揚 水

水圧60 m か ら低水圧 まで の 間,
また

,
地 上 の 載 荷状態 で

管種 を使い 別けて地下 に うめ 込み, 末 端の畑地 の ス プリ

ン ク ラ
ー

‾
か ん水 の所要 圧力を保持す る

｡

こ の ような加 圧式を と っ た の は , 事 業の 半分が 畑地か

ん が い を 目的とす る た め で , 畑 に水 を い れ る甘こは 水 田 の

ように沈入 方式 で は効果 が少 ない た め で ある｡

そ して
, も っ と高 い 場所に か んが い す るた めiこ

, 所 々

に ポ ン プ湯 が設 けられ
, 山 へ 水 を押 し上げて お り

,
まさ

に水, 山に 登 る で ある｡

公 団営 の ポ ン プ場ほ , 赤城側むこ西 部 と東部の 第 1 と 第

2 , 榛名側に 相馬と十文字の 欝1 と第2 の 合計6 機場あ

り,
そ れに 附帯す る送水管路 8 . 2 k m が あ る｡

機 場 設 備

揚 水 量 l_ 揚 程 l 電 動 機 出 力 主 変 圧 米 審 皇

西 部 機 場 38 ･ 5 2 叫 m h
】 75完由_ 】 810k w 1 , 0 0 0 E V A

部東
第

二
労

場機一 7 5 . 6 6 1 78 . 4 6ロ 1 1
,
5 8 0 1 2

,
0 0 0

場機二 46 . 9 8 6 3 . 5 0 0 1 8 4 0 1 , 0 0 0

馬 焼 場
( 高) 12 . 1 2

( 低) 1 6 . 9 8

1

諾:写呂3 , l …吉3 1 , 公0

第 一 携 葛
十 文字

37 . 2 6 1 1 1 . 6 6 6 1 1 , 1 4 0 1
, 5 0 0

弟 二 磯 場 28 . 4 4 1 0 7 , 6 7 0 1 8 1 0 1 , 0 0 0

以上 の 基 幹工事 と併行 して , 末端 の畑地 か ん が い 施設

▲を 含む匝場整備事 業, 構 造改善事業等が あり, 受益農地

の 効果 の 早期発 生を は か る た め, 昭和42 年度か ら着々 と

ユ 事 が 進め られてしこる
｡

そ し て
, 昭和43 年に は

一

部 暫定通水, 昭和4 4 年6 月 か

ち ほ幹線水路 の 全線通水 を行 ない ,
一 部 で は

,
ス プ, ソ

ク ラ ー に よ る散水 な ども実 施 し, また, 近 年に な っ て施

1設園芸
, 畜産等 の 振興 が重要 とな っ て きて お り, 夏場だ

け の 通水か ら, 冬 期か ん が い 期 ( 9 月26 日
～ 6 月20 日)

在 . も平均 2 . 7 2 m
3/ 5

, 最大 4 . 8 m
3/ S を硬水 し,

か んが い

す る必要 が生 じて 来 た｡

写真 - 1 群馬用水軒こ よるイ チ ゴ 栽培

こ の ように して 多年 の念願で あ っ た 群馬用水が , 年間

を通 じて , 自分達 の 庭先を 流れ
,

い つ で も必要な量 を 直

ちに 使用で きる よ う
.
に なり,

, 稲 , 桑 ,
こ ん に ゃく,: 野

菜, 果樹等 の 増収が は か られ , 他に 代 る こ と の 出来 か ､

大き な喜び と な っ て い る ｡

_+Ⅱ 管理方式の 内容及び 特徴

農業 水和施設として我 が 国有数の 規模 で
■ぁる群馬 用水

の 管理 施設 は, 約 60 k m の 幹線水路 の 各所に 設置 され て

お り, 額 水, 分水 に応 じて有効 な機能 を発揮 して 運輸 さ

れね ば ならない ｡

二
そ れ故 , 考 え方と し て

, 将来 の 維持管理 の 低廉化 をは

か
■
る必要上 , 取水 工

, 赤榛分水 工 お よ び各流量計を 経済

的 に操作 お よ び監親す る必要が あり, 琴線液量計の 監親

方法に つ い て も, 無線テ レ メ
ー

タ
ー 方式で 監祝する こ と

が水路管理に 通 してお るゐで , 層 馬用水 と して の 管 理方

法ほ , 前橋市古市町 の 建設所あ とに 管理所を 新築 し, こ

の 操作室に おしこ･て , 取水工 と赤榛分水工 の 遠隔自動制御

を行 なうと ともに , 赤嘩牙水工 か ら下 洗の 赤城 と榛名両

幹線に 点在す る流量計,
■雨量 計等の 藷デ

ー

タ
ー

を , 管理

所に 集中 して 監放す る こも左した ｡

こ の た め
, 管理所 の 演奏装置 を使用 して

, 取水 工 お よ

び, 赤検分水工 の 主門鼻を 開閉制御する こ とケこよ り, 目

的の 流量 を保 つ た め の 定流量 制御を 行ない , さ らに 同様

ー ニ96･ -

･



運転
･ 停止( ポ ン プ)

( 電 話)

圏
枇
…
糊
剛

東電佐久発電所
′ ノ

/ ′

棲戸 ダ ム

毒
水
丁幹
線
も ′

取 水 口

無 錬 1鼓

門長軸御

電 話

国

軍

壕

十文字

第 2 磯場

十文字

第 1 機 場

鳴 沢流量計

附;

胃

妻

射∃馬

機場

荒莞詰も

l l

冒 く赤城幹線〉

運転
･

停止 (ポ ン プ)

幹 線 淀 t

( 電 言舌)
･

雨 i 守 鴛
八

崎

久

保

米

野

坂和

木

曽

川

石

井

m

白

川

恥】三

小
坂

子

藤

沢

川

青

書

N

山

子

田

上
野

田

札
広

馬

場

寺

沢

州

才白

匿亘司

■
ケ

石

面白原
田

矢

原 く榛名幹線〉

D く】三 鳩

派

池

●
早

川

池

金 井

幹線荒土

雨 暮

( 官 話)

守
l盟 自勒 ゲ

ー

ト

回 t 勒ゲ
ー

ト

田 手取ゲート

皿 ネル ピッ クゲ
ー

ト

Ii 知音 浪詫 t 計

Il パーシ ャ ル 洗l 計

- J - 丑 余水吐 エ

固
糊

㈲

投

軸

叫

鵬

紅

肝

叶

太

鼓

雨

.

(

印
虻
…

冒

b

画
.

程
.

葛

誤
読
絹
雨

止
刀
止

刀

軒

暮

l
T

ン

土
丁

ン

ィ

ポ

リ

ポ

区- 4 群 馬 用 水 管 理 施 設 模 式 図

取水口

操作所
赤榛分水工

＼

l

＼
､

榛

名

幹

線

八

＼
＼
柑
入

＼
い

建設省利根川ダム統合管理所

図- 5

木 曽川
涜量 計

西部機場

西

恥
心

､ ､

幹

部

楓

兼

い

肖

∀

- - - - 4 00 M H z 多重 回線

- - -

4 00 M H z 尊信 回線

ノ 東 部

東部 第2 機 場

東部第 1 櫻場 .

線

/
･

/

荒砥川

支 線

㌍ニ三
/

′

岩手馬用水 管理所

遠方監視 制御装置 関係個所位置

- 9 7
-

禦
…
…

謂

/
‾

/
一

/
‾

冨

早川調 整池



の 装置 を赤榛分水工 附近の 子持操作所に も設置 して そ の

信薪度を高め た ｡

こ の 外, ポ ン プ 制 御 も 管理所 か ら随時 行なう こ とが

可能 なように して あ り, 監規 テ レ メ ー タ ー の うち 門扉制

衛紅 関連す るも の に つ い て ほ
, 随時, 無線 に よ り集中制

衝を行 なう こ とに して い る｡

こ れ 等 の 藍規制衝 を行な うた め の 情報伝送路の うち
,

取水エ
, 赤榛分水工 は 多重回線を , 揚水機場お よび 流量

観測所ほ 単信回 線を 使用 して お る ｡

デ ー タ ー 処 理は , 操作所 と管理所 で 行なわ れ , 子持操

作所 で ほ , 取 水工 お よび 赤榛分水 工 の 状態と 計測 値の 表

示の み で
, 管 理所 は

, 集 め られ た デ ー タ ー を 操作室に あ

る 遠方監視盤に
,

シ ス テ ム 全体の 観 測値が表 わ さ れ る と

ともに タ イ プ ライ タ
ー に よ っ て 印字記録 さ れ, 大量 で

,

しか も, 複 雑な デ
ニ

タ ー の 処 理は , 演算装置 に よ り行な

い 適切 な管理 の 資料 に な っ て お る ｡

なお, 門扉側 衡お よぴ ポ ン プ運転 の 故障, 幹線流量 お

よび 雨量 の 上 限値到 達等の と きは
, 監 視盤 に ト ラ ン プ表

示する と ともに 警報 音を発す る ｡

写某- 2 管 理 所 操 作 室

建
設
省
ダ
ム

統
合

管
理
所

取水壬報 告

利 根 川

蕊i 聴取

本 社 管理 部長

報 告

群 馬用水管理 軒

東電綾 戸ダ ム 管理所

民

東
電
取
水
量
聴
取

要望

全 長

8
所長

見
申

意
具

学芸艶経験者

学 識経験者

Ⅳ 施設の 管理

昭和45 年3 月3 1 日に公 団の 全 建設 工事 が完成 し, 翌 4

月 1 日 か ら管理 の 顔階に 入 っ た が , 群馬 用水事業 に よ り

生 じた 施設 は, 総延 長8 6 . 8 k m で
, 導水幹 線3 . 9 k m

, 赤

城 幹線32 . 6 k m
, 榛名幹線 公 . 4 k m

, 揚水施設 6 機場, 支

線 水路26 . 9 k m ( 送水管路 8 . 水 m を含む) の 内訳 に な っ

て お り, 幹 線水路 , 揚水 施設 の 基幹施設以外 ほ , 群馬用

水 土地改良区と委 託史的 を若 び管理委託 し て お る ｡

そ して
, 群 馬用水 の 施設管理 の 運営 に 関す る重要事】貫

を審議 する た め に , 公 団の 諮問扱 関と し て管理運営協議

会が, 県 , 土地改良区, 公 団の 代表者 お よ び学識経験者

で組織 され
, 基本 的にほ 年 1 回 , 問題 が あれ ば, そ の 都

度必要 に応 じて 開催 され る ことに な っ て い る
｡ 審議す る

内容 は
, (1) 通水計 画, (幻 管理計画, (8) 配水 に 関す

る重要事項, (心 そ の 他 施設管理 全穀 に つ い て 等 で あ

り,
こ の 協議会の付託に よ り , 配水に 関す る事項に つ い

て審議す る た め の 配水部会 が, 夏 期か んが い 期と冬期 か

ん が い 期の 年 2 回 開催 され る｡

管理所ほ
,

こ の 配水部会の 意見 を参考に して 半句別 の

利水計 画を射 て
,

5 日毎 の 取水 ･ 分水操作 を行 う｡

(1) 防護柵に つ い て

人身事故を 防止す る目的で, 人家に 接近 し た 個 所 に

ほ , 開水路の 両側に 瀬高0 . 乃 m で 上 部2 腰に 有刺鉄線の

あ る フ ェ ソ ス を設 けて ある が
,

そ の 後,
地域の 開発が 進

むに つ れ , 幹線開水路の 無防護柵区間甘こお ける 人身事故

が 問題に な っ て お る ｡

｢ 水路内立入禁止+ の 立 札を 数多く設 置 し
,

巡回時 に

も注意を呼 び か けて は お る もの の
, 依然 と して

, 第3 者

の 水路内立入りは あとをた た な い
｡

特に
, 学童に は そ の 虔に き つ く注意す る が

,
か え っ

企画部長

農政 部長

管 理 運 営
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て
, 目の 届か ない 個所で 遊ぶ こ とに なり,

こ の ようなと

こ ろは
,

フ ェ ン ス が 設置 して ない の で 一 番危険で あ る｡

折 角, 立派に 苦労 して 仕上 げた大工 事も, わずか の 人

身事故 で地元 の 批判 を受 け, 今まで の 苦心も取消 しに な

らない とも 限らない ｡

また , 構造物 の 周囲 に は
,

フ ェ ン ス 代 りに パ イ プ塀 の

手摺 りに て安全保護 をし て い る が
, 子供達が

,
こ の 手摺

りに 手足 をか け, 鉄棒代 りに 回転 して 困 るか ら有刺鉄線

で もまい て ほ しい と言 う地 元の 要望も強 い
｡

写真 - 3 有刺鉄線 をま い た パ イ プ手摺

(2) 亜芥処理に つ い て

ゴ ミ戦争, まさ しく水路管理 の 毎 日が そ の 言葉通 りで

.ある｡

用水 を取入れ よ うとす ると, 必ずと言 っ て も よ い 程,

ゴ ミも 一 緒 に入 っ て来 る ｡

日 常ほ まだしも , 少 しでも雨 が降 っ て 河川 が 増水 しよ

うも の なら, 河川敷 の す ぺ て の ゴ ミ をさら っ て流下 して

｡
来 る ｡

当然, 取 水工 の ス ク リ ー ン の 前に は
,

ゴ ミ が張付 い て

用水 の 流入 を阻害する と同時 に 大きな水位差 が 生ずる ｡

そし て
,

ス ク リ ー ン の 前の 流木とか ゴ ミ等 で さらに流

入速 度が 早くなり,
ス ク リ ー ン の 除塵 作業に 困難を来 た

す ｡

その 都 度,
ゴ ム ボ ー ト等を浮か べ て と っ た り, 命 綱を

使 用 した り して の 作業 は
,

せ い ぜい 水 面下 1 m 程度 が や

っ と で効 果は あまり期待出来な い
｡

そ こ で
, 取水工 の 前面に は , 外側 に 歩廊を浮 べ

, 真 に

内 佃 に
, く ぐ っ て 束た ゴ ミを防 ぐた め に チ ェ イ ン カ ー

テ

ン を張り め ぐら して ゴ ミ の 流入を防止 し,
ス ク リ ー ン の

輸 塵の た めの 危険性は や わら い だが, 幹線水路の 開発部

に 捨て られ る ゴ ミの 圭ほ 依然と して 多 い
｡

立札 を無視 し て水路 の 中に 手軽に 捨 てられ た ゴ ミ と

か
, 施設園芸に 使用され て い る ビ ニ ー ル や 藁束が 空 っ 風

に 吹き上 げられ て水路に 落ち込 み, ス ク リ ー ン や安全 バ

水 に 張 り付 い で流水 を阻害 し, 時に は , 溢水 の恐れも生

ず る｡

写真- 4 防塵設 備を した取水工

写真 - 5 取水 工前 の チ ェ イ ン ･ カ ー テ ン

そ こ で
,

それ等の 個所 に は, 自動除 塵設備 を設 けると

か
, 温水防止処置 と して余水吐 を増設す る こ とが 必要と

な っ て くる が , その 数が多く施設管理費 に 地元 の 負担 を

伴 うた め , 多額 の 工事 費を か ける こ と自俸 無理 なの で,

チ ェ ッ ク ゲ ー ト等の 主要個所 は
, 公 団が 直接 現場巡視時

に その 都度除塵 し
, 他の 個所 ほ

, 土地 改良区に業務委託

し人海戦循で 除塵 して い るが その 個所 は
, 数 十個所 にも

お よん で お る ｡

こ の 外, 各 分水 口前面の ス ク リ ー

ン に つ い た 塵は , 水

中の こ とで も あり, 熊手で と っ て もなか なか とりに く い

の で
,

ス ク リ ー ソ を敷 に 固定 させ ない で , 可動式に し,

ゴ ミとか 水路内に 生えた 藻が つ い た らその ままス ク リ ー

ン を巻き上 げて
, 水面上に て 除塵出来た ら手間も大 変ほ

ぷ け る
｡

そ し て
, 揚 げた ゴ ミは , 乾燥さ し て

, 水路の 空地 で燃

や して 処理す る ｡

ゴ ミと言 うも のほ , そ の 都度片付け ない とす ぐ増え る

一 方なの で , 環境保全 の 上か らも手 をか けて 片付 け, 常

に きれ い に し
, なる た け捨 て にく い ように して お く こ と

が肝要 で ある
｡

特に
, 水路近くに 雑草 などが 生 え っ ば なしに して お く

と, 美観上 だ けで なく, こ の 方面か らも望 ま しく ない の

で, 常に草メりりをまめ にす る こ とが 必要 で ある
｡

- 9 9
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写暮- 6 支線分水 ロの ス タ ワ ー ソ に 張付い た ゴ ミ

なお
, 塵 の 種 掛 こほ 色々 あ るが, こ れに より施設 の 塊

俄に 支障を来た す｡

た とえば, 幹線水路に ほ 水位調整の た め に設 置された

自動操作の ネ/ レ ビ ツ ク ダ ー トが ある が , ともす る と, 塵

よけをく ぐっ て 釆た 産額 が, ゲ ー トが 浮き上 っ た 際に側

部に は さまり, より大 きな隙間をつ く っ て
, 上沈部 甲水

位 が 低下 し勝ちに寧ろ｡ また 土 各支線 に 分水す る分水 口

に ほ, ス パ ー ク ソ タメ
ー

タ
ー を設 置 L 簡便に 計量 し て い

るが, この 羽根 に 塵琵 が巻 きつ い て数 字をくる わせ る ｡

.1 年通水 する と, 各幹線 サイ ホ ン の ブ ロ
ー

オ フ は, 細

か い ゴ ミ で つ ま っ て し まう等 々 塵 芥との 戦い が管理 とい

っ て も過 言で は な い;■

(8) 管理 道路に つ い て

. 水 路の パ ト ロ
ー ル や分 水ゲ ー ト等の 操 侃 ならびに補

修時の 資材 な どの 葡送の た め, 開水路 に 沿 っ て 幅3 ･ 5 m

の 管理用道路が設 置されて い る ｡
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しか し, 山 ろく部 の こ と故多数の 渓流が あり, 用水は

サイ一糸 ソ, 水路橋等で 谷を渡 っ て お るが , 管理道路ほ そ

の 個所 で行 き止 まりの た め ,

-

たん バ ッ ク して 既存 の 市

町村道 を迂 回しなけれ ばならず,

一
水路 の 延長に 比 して ,

水路巡視 の希程が 複雑となり, 常時目の 届き得な い 区碗

が 生ず る｡ それに 管理道路は
, 原則 と して, 公 団専用道

路と言 っ て も, こ の 道路を利 用 しなければ自分の 耕 作地

に 入れな い の で, 交通止め に する わけ甘こは い か ない
｡

しか も, 瞑が 3 . 5 n で 一 般 の 出入 りが 結構 多く, 砂利

敷道路なの で 路面の 痛 みが 激 しい
｡

また, 辛が砂利 を水

路の 中に はね とば して 通行 した り, 防護柵を こ わ した り

す るの が 常で あ る｡

こ の た め に
, 管理道路の 維 持管理費が 嵩み , 通 水とと

もiこ
,

こ の 方の 路面管理 に 世 寿が や け る｡

写真 - 7 痛ん だ管理道路

(4) 集中豪雨に つ い て

例 年, 6 月 か ら8 月に か けて, 山岳地帯特有の 集 中豪

雨等に より,

一

時に, 山ろ く地帯を土砂と共 に地 表水 が･

沈下す る｡

･ こ の 他山か ら の流 出洪水丑 は, 原剋と して, 幹 線水路

に ほ 入れずに す べ てそ の まま下 流に 流下 させ る ように ,

上部横断 の場 合は, オ ー バ ー シ ュ ー トで , 下 部横 断の 歩

合は, サイ ホ
‾
y また は , 暗渠等の構 造物を設 けて 縁を切

っ て あるが, 横 断サイ ホ ソ の 呑 口 部の 土砂 溜りが 一 ばい

に なり, 遂にむ土,

ニ

管 内まで 土砂が入り込む｡

そして,
こ の 土砂の 取除きで ある が, 管が 小さ過 ぎる一

と, 除去に 困難を克 た す｡ 小型 の サ ソ ドポ ソ プを使 用 し

て お るが, 管が 小さく, か つ
, 長い と真申の 土砂 が ,

汐

ェ ヅ トで も除去 し紅くい ｡

少くとも, こ の 管径 は, 姓 持管理 の うえか ら して
, 紬

c m 以上あれば, も ぐ
‾
り込ん で も作業が 出来得る と 瀞こ

感じる ｡

また
,

農作物に‾も被 害をお よばす集 中豪雨 を伴 っ た 雷

の た め
, 幹線の 洗主 観測局が

,
1 個所ならともか く数便

所も同時乾 こ わ され‾て し まう こ とが あ る｡

こ れに 対 して
,

■か ねて か ら, 避 雷対策iこは
, 充 分注急

を払 っ て 今迄に もそれ相当 の 施設を して対 処 し て 来 た

が , そ の 苦心は 余 り報 い られて い な い
｡

(萌 そ の 飽

水路 の よ うな長 帳場 の 管理 札 常に 管理所と無線に て

- 10 0
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連絡をとりなが ら ′くト ロ ー ル 辛ならびに 副操作負等で 監

視 をし て い る が, 担当者 だけです べ てを管理 でき得 るも

の で なく , 不測 の 事 態に 備 えて大衆 その も の が見張 りし

てくれ て お る もの で あり, その
一 人 ,

一 人 が 何か辛が あ

っ た場 合に は
, 直 ち匠, ど こ ど こ 匠連絡す れはよ い とい

う連絡 系統 をは っ きりさせ
, 非常 の 場合管理 者が現地到

達 まで の 聞 , 少 しで も暫定 処理 をす み やか に行 な っ て,

被 害を最小 限度に くい 止 め る こ とが肝 要で ある
｡

そ の た め に も, 関係 者に は, 常日 頃よく指導 してお か

ね ばならない ｡

また , 多くの施設 を管理 する うえに お い て , 必ず 多く

の鍵 が 必要 とな っ て来 る が ,
こ の 鍵 も常 に服 の ポ ケ ッ ト

に
- ばい 入れて お か ねば用をた さない とい うの で は

, 不

便 で ある の で , な るた け鍵 の 統 一 をは か り,
マ ス タ ー

キ

ー の 利 用等, 最少個数に し, か つ
, その 管 理者任をあき

らか に して お く こ とが の ぞま しい ｡

そ して
, 今日も管理所 の 巡回車が

, 録 音した テ
ー プを

か 机 チ ラ シ をくぼりなが ら, 地元に呼 びか けて お る
｡

｢ こ ち らは
, 水 資源開発公団群馬用水管理所の パ ト ロ

ー ル カ ー で す｡

本 日 も,
ど当地に お磨 い に や っ で参りま した

｡

と言うの は , 水 路の 中に ゴ ミな どを捨て ない よ うに し

て下 さい
｡

こ の 水路 は, 地 元の 皆様 方の た め の 水路 です の で , よ

ろ しく, ど協力の ほ ど, お磨 い い た し ます ｡

また
, もう 一 つ の お顔 い は

,
この水路 の 中に 落ち た り

し ますと危 険です の で
, 水 路の そばに近 寄らない よ うに

して 下さ い
｡

く れ ぐれも, 皆 さん , 注 意 して下 さ い｡

群 馬用水 管理所 と して, 皆様方の ど協 力の ほ どお 願 い

い た します ｡

お互 い に
, 水路 の 施設 を大 切に い た しまし よ う｡

大変 ,
お さが わせ してす み ませ ん で した

｡

お願 い い た します+ と

管理業務 とい うもの は, 単 に水 の お守 りをす る だけで

なく, どうい う夙 に した ら有効 に
, 経費 が安く しか も ス

ム ー ズ に管理 が 出来 るか を, 調査 , 研究 し
, 今後 の 見通

し と計 画を射 て る こ とが大切 で あり
,
そ の た め に は

, 数

字と友 達に なる こ とだ
｡

現地 の各種 の 情報 は
,

一 定時 間毎に
, 管理所 の 遠方監

視盤 に数字 で表示 さ れ , そ の ま まタイ プ ･ ライ タ ー に よ

っ て 印字される の で, 時 に は, その 値の 動 きに よ っ て喜

怒 哀楽を表 わす｡

水が 足りない か らもう少 し流 してくれ とか, 水 が 一 ば

い だか年, 少 ししぼ っ てく れとか を表現 し訴 える
｡

また , こ の 襲っ た 資料 を分析 し, デ ー タ ー を解析す る

チ ラ シ

こ とに よ っ て
, 新 し い 管理 の 在り方を生み 出す こ とが 出

来 る｡

近年, 農家の 水の 使い 方も, 人手不足に 悩ま されて い

る現状か らして , 週に よ っ て は , 土曜,
日曜日 の 消費量

が 特に 多く なる傾向が あり,

_
こ れは, 調整池の 容丑 と も

大 い なる関係が 出て 来 る｡

Ⅴ む す び

昭和39 年に 取水工 か ら始ま っ た エ 辛が , 水路 とい う後

に なり, 続 い て ほ墳墓席 の 面 へ と進ん で 来た ｡

そ して , 線 の 管理 と面 の 開発が 同時に 行なわれて い る

現在, 日本 の 農業は , 米 の 余剰 とい う問題に 直面 し, 米

の 生産調整 を始 めと し て長政 の 転換を余儀なくされて い

る｡ 群馬用水地域も首都周辺 の 経済圏に 位置 して お り,

上越新幹線 , 関越高速道路等 の 建設に より, 今後;■ よ り

東京 に近く な っ て
, 都市近郊農業 の 色合 い を強め る こ と

が 予想され
,

こ の事業 の 完成 で, さ らに 農業近代化が 進

み, 首都圏 の 広大 な食糧庫と し て, 畑作 の モ デ ル 地域 と

し て , 地域 農業 が発展す る よ う, 地元 の 農家i 土地改 良

区, 県 , 公 団とも に, 意欲を燃 やし, そ の 態勢作 りに 努一

力 して い る ｡
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ト 要 旨

最近に お ける 水需給逼迫の 予測は 水資源の 開発及 び 管

理 の 施策 に 多大 の イ ン パ ク トを与 えた｡

(1) 水資源開発 可能 限界が昭和60 年総需要 に 対比 して

底 が 見えて きた こ と｡

(2) 上流 ダム の 園発地点効率が 次第に 悪化 し コ ス ト高

か ら中下流域 の 開発と既存水利用 へ の 資源配分 の 合理化

圧 力が増大 し , 中下流域 の 水 資源再開発を迫 る要因 と な

っ て い る こ と｡

($) 水利用効率 の 増大を指向す る度合が 急速に 増加 し

つ つ あり
, 管理 の 向上を求め て い る こ と｡

い づれに せ よ
, 管理面 は広域化, 多目化,

† 一 夕 ル 化

の 課題が 出され
, 農業地域 , 都 市地域 , 産業拠点地域 の

基 盤的な性格を強め て い る｡ そ こ で まず利水の 問題むこ つ

い て 基本的理解を得 るた め , 水の 特質と水利施設の 所 有

形 態に ふ れて お くと

(イ) 水 は生産 手段, 消費手段 と して不 可欠 性が高 い が

生 産物 コ ス ト に 占め る水 コ ス トの 割合 は 3 % 程 度で 価格

騨 力性が低 く,
プ ライ ス メ カ ニ ズム が 働きにく い

｡
こ の

よ うな基本的性質 か ら現状 で ほ未 だ公共 的な経 済財 で あ

る
｡

(ロ) 水利 施設 の 所 有形態が 私的所有 で ある か社会的所

有 ( そ の 終 極で ほ公有) で ある か とい う所 有形腰 ほ生産

関係に よ っ て規定 され る生産 資本 , 社会 資本 の 分類問題

で ある が
,

こ こ で は一応社会 資本 に つ い て位置 づ けし て

み る｡

注1) 加納治郎, 内野達郎 ｢ 社会資本 の 知識+

( 日本経済新 聞社 196 4 年) で は

社会資本 の 性格 を, 生産活動に は間接だ が
,

それ なし

で は 企業活動や 国民生活が なり た たな い もの で政府に よ

り主 と して 形成 され るもの と して い る｡ 公共投 資ほ 社会

資本形成の た め の 投資 と し て い る ｡ また 社会資本 の 具体

*

水資源開発公団管理部業務課 ( 現) 中部支社施設課長

水 資源開発及 び管理 の 基本 方向 … ‥ … … ･

( 1 0 5)

広域管理事業方式 … … = = ･ …

( 10 6)

むす び … … … ･ ‥ … ‥ ‥ … ‥ … ‥ ‥ … ‥ ‥ ･ = ･ ･

( 1 0 7)

的形態ほ
,
運 輸交通 施設 , 電 力, 水道 , 農業 用か ん が い

排水施設 , 住宅, 学 校, 病院 , 公 園な どで ある｡

注2) 社 会資本の 所 有形 態と質料 的形態関係

大乗佐 武郎 ｢所得倍増計画 の 解説+ 19 6 0 年

W … ‥ ･ 重化 学工業 その 他通常企業

Ⅹ … … 電力, ガ ス
, 私鉄 , 公益事業 な ど

Y
… …

国有林野, 専売事業 な ど

Z
… …

a 国鉄, 電 々 公社 な ど

b 行政 投資 ( 道路, 住宅そ の 他広義 の 公共

事業)

民 間 政 府

生 産資本】w Y

社会 資本J x 卜z; ‥

即ち 大規模農業水利は 広義 の 社会資本で あ る｡ また 水

は 不公平性を排除す る機能 と して
, 水利権の 許可, 協議

制 をと っ て制御 し て い る｡ 在 来, 河川 管理 の 思 想 は 公

物, 公共管理で あり, 水の 私的財 と して の 所 有を排除 し

て 公利性を保持 して きた ｡ この 私有の 排除は 水利用の 占

有権 と し て各利水者とこ権利保全の 機能を与えて い る｡ 河

川の 利 水機能ほ 水の 持 つ 特質 か ら, 公 軌 公共管理 を必

要 と して い た が , 最近の 水需給の 逼迫 に よ る , 河川 利用

率 の 増加傾向 ( 主要 河川に つ い て昭 和60 年50 ～ 6 0 % ) か

ら河川 の 利水機 能が上 昇 し
, 公 物公共 管理 を原則と する

河川管理 の 一 散に つ い て事業 の 促進 を図 る た め利水者特

別負担を させ る こ とが 検討され , 河川法 の
一 部改 正 が上

程されて きた
｡

こ の こ とは 公物公共 利水管 理機能 の 一 部

が 内陸部 へ 蓼透 する機会 の 増大 を意味 し てお り, 利水機

能の 社会所 有化 を位置 づ けてく るも の と考 えられ る｡

一

方都市化の 広域 蓼透 に よ る 農村社会 の 混在化傾向 は, 農

村社会 の 工業化 , 都 市化 を意味 し利水磯能 の 社会化 を意

味 してく る
｡ 在来 ほ 農村社会の 農業水利, 都市地域 へ の

生活 用水 , 産業拠 点地域 へ の 工業用水 と水利機 鰍 ま特化

して い た が , 社 会開発が 進行 し, 経 済機能 が拡充さ れ共
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同 的利用手段が 広域化す る に 伴 な っ て, 水供給施設管理

等 の 社会資本 の 公有化 に よ る整備拡充が 必要 と な り, 最

‾業用水, 上 水道,
工 業用水道, を 多目的に 供給す る基幹

駒 共 同利用手段 ( 愛知用水, 豊川用水, 木 曽川用水, 香

川用水等 の 大規模利水機能 ｡) ま た は農村地 帯に あ っ て 農

‾業 近代化 の 基盤 を 指 向す る大規模農業水利等 の 基幹的共

同利用手段 ( 群馬用水, 国営農業水利等 の 大規模利水機

■能) に つ い て
, 重要利水機能 の 管理保全 は

, 水資源の 閑

･発車菜に 匹敵す る重要 な社会資本 と な っ てき た｡
か か る

広 域基幹施設管理事業 の 利水磯舟保全 に 対 し ては , 公共

費 負担若 しくは 国の 財政投資 ( 補助) を 用意 して 公共 的

管 理を行な い
, 社 会資本充実に よ る国民経済の 安定を 図

らね ば な る まい
｡

こ の ように 利水管理 機能が 小量
,

私的

占有の 私的共同利用手段か ら, 大量, 広域, 或い は 多目

､的な 社会的共同利用手段 へ と急速 に 転換 して きて い る
｡

_即ち 私経済管理を 不適当 と認め られ る地 域社会開発の 基

_
盤 と な る ｢ 広域重要水利利水機能 ( 農業水利及 び多目的

農業水利等)+ を 全国 の 中か ら撰定 して
,

上 述の 目的達成

を 図るの も ー

つ の 方策 で あろ う_ ｡ ただ こ れ ら の 方策 の 展

;

開に あた っ てほ , 時 系列的 な相違 が働 き, 利害 関係が 複

雑 な だ 捌 こ慎重な 配慮を 必 要 と し よう｡

2 . 水資源開発及び 管理に おけ る背景の 変化

我が 国は 自産資源むこ乏 しく, 国外貿易の 依存度が 強 い

ー

一-
一
一

■

■
+

産 業
.

基 盤 之

公 共 投 賓 の 集 中

重 化 学 工 業

の 誘 致

都 市 化 食 生 活 ( 米 食 → 肉,

乳 製 品 , 野 菜 中 心 ) の
■変 化

地 ∴域 全 体 の 所

得 水 準 の 向 上

財 政 収 入

の 増 大

た め, 高度 の 技 楯産業 で
一 流先 進国の 地位 を確 立す る こ

と が ナ シ ョ ナ ル プ ロ ジ ェ ク ト と して生 き残 る唯 一 の 途 と

な っ て お り , か か る 背景 を 是認 する場 合は 国際協力の 基

調 を保 ち なが ら
,

遂次高 度な 技術集約 産業 中心 の 産業構

造 へ と進 展を 実行する 必要 性か ら, 各種 の 地域 開発 の 施

策 が展 開 され て きた ｡ 水 資源問題の 根 底は地域 開発 の 方

策 と密接 に 関連 して い る｡ 戦 後の 地域 開発は 農林水 産資

源開発 , 電源 開発, 治山 治水 を 目的 と した河川 総合 開発

に ほ じ ま り , 1 9 5 0 年の 国土 総合開発法 の 制定 に よる実 行

が50 年代 を支配 し, 1 9 60 年 に 入 ると所 得倍増計画1 962 年

の 全国総合開発計 酎 こ よ り , 臨海中心 の 重化学工業 化,

都市化を 進行 させ た拠点開発方式 と して60 年代 に 亘 っ て

い る ｡ 次 い で19 6 9 年 の 新全国総合開発計画 を 出発点 と し

て 国際化 の 時代に 対応 した 大規模産業基地構想で70 年代

を 始 ま ら ん と し て い る｡
こ の ように 新産

,
工 特,

大規模

プ ロ ジ ェ ク ト と時 系列的に つ ら な る経済社会 の 資本の 集

横及 び波及 は め ざま し い 達成 を え つ つ あるが ,

一 方自然

の 破か い や公害 の 発生等 が生態 系の 原 点に立 ちか え る よ

うな問題 を ひ きお こ した 結果, 社会 資本 (社会 的間接 資

本) の 著 しい 不足 の 累加 が 問題と さ れ
, 単 な る生産 力の

発展を 図る地域 開発 で は なく, 生活環境 や生活基盤 施設

と の 調和 を考 えた 人間主体 の ゆたか な 開発 へ と移行 し て

きて い る ｡

波 及

効 果

関 連 産 業 ( 消 費

材 産 業 等) の 発 展

周 辺 農 村 の 農 業 改 善

米 作 中 心 → 多 角 経 営

生 活 基 盤 へ の 公 共 投 賓 , 社 会

政 策 に よ る 住 民 福 祉 の 向 上

拠 点 開 発 方 式 の 模 式 図

こ の ような 背景 よ り , 水需要の 増大は 著 しく, 水開発

の 有限性, 地域性等 より各種多様 な水問題が お き て い

･る ｡

3 . 水需給の 動向と 課題

(1) 兼 業 用 水

農業 開発の 方向は 近代的農業の 育成と 国民生活の 基 盤

･-で あ る食糧 の 安定的供給を 目標と し, 全国的 な都市化Iこ

ユ る大量消費時代 の 影き よ うと食生活様式の 変化に 対応

し て
, 農業構造も質的むこ 多様化 し て い る｡ 農業生産 の 基

盤 とな る農業用水の 水 需給は 他粧門に 比較すれ ば安 定化

して い るが
, 後述の 工業 用水,

生活用水, の 需要の 著増

と 水資源開発の 有限性, 地 域性か ら外部圧力の ポテ ン シ

ャ ル が増 大 し つ つ ある ｡

昏. 要 主課 題

A

(芸芸芸芸芸雷
管埋体制の 確 立 と水資源再開発

)
農業用水は 歴史的に 河川の 先任者 で あり

, 水利使用 シ

ェ ア ー ほ78 % で本邦最大 の 利水権者 で ある が
, 近年都市

用水 の 需要 の 増大と水 資源確保 の 困な ん性 か ら, 農業水
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農業用水年間需要量 ･( 昭和44 年)

地域別
総需要量 総 需 要 の 内 訳

100 万 m 3i奈々 が碑ん が綽産用水壬
雑 用 水
水路維持
用 水

全

景l諾
664 72 , 9 75 3 0 6 3 0 6 7 , 0 7 7

( 資料 : 農地局)

郵 へ 水使用 の合理化 の 要請が なされて い る｡

B ( 鼻兼用水の 水需要長期量的把捉)

'
水需要計測の 要因が 流動的で 概 して 困な ん で あ る｡

C 増加要因

(イ) 年間の 生鮮食料品に対 する周 年不断の 需給を安定

的に 確保す るた め , 施設園芸, 畑地か ん が い 等農業構 造

の 質的変化に 対応する 用水の 周 年需要 化が 必要 となり,

用水量の 増大を きたす こ と ｡
( ロ) 農業近代 化を推 進す る

機械化に よ り減水深の 増むこ よ る用水量 の 増大 ¢う 管理

の 省力化, 水質汚濁対 策等を 目的とす る水 路の 管 路網化

が 普及 し つ つ あり, 農業 用水 の 反覆 利用機能の 滅 小に よ

る用水取 水量の 増大 をきた す こ と ｡ 注) 地 形, 地下水位等

に よ っ て 異な るが概 ね20 ′ - 4 0 % の 増加要因 とな る地域 的

可 能性あ り｡ 肖 小 鼻生産方式の 経営 規模 拡大 が 鼻糞近

代 化の 基 調とな っ て い るが, 全国的な都 市化の 進行に よ

り, 土地 資本 の 潜在的有利性 が強く; 土地 の 流動化 は鈍

化 し てお り, 政策的すこは 農村工 業化 の 傾向を み せ て 兼菓

機会 が増加 し てお り
, 農業労働時間の 短縮と休日 就労等

に よ る ピ ー ク 化 で時期的集中需要の 増大を きた し つ つ あ

る｡ 注) 調整池増設等施設機能 の痛加要因｡

D 滅小要 因･

(イ) 都市近郊等 にお い て, 農地転用, 荒廃が 見 られ ス

プ ロ ー ル 状態 で点在 し て い るが , 全耕地面横か ら見 ると

微小 で総需要量 の 低減むこ つ なが る要因は 未だ 少い ｡ 注)

農林統計昭和44 年 田34 b a
, 畑86 . 5 11 a ( ロ) 流通, 価

格等 の 対策 か らく る米 の 需給調整ほ 昭和46 年 度 休 耕 田

292 , 0 5 3 b a
, 転作 24 5 , 1 3 2 b a 養 汲池等施設転用を 含め て

全国計 で 5 4 0 , 5 5 7 b a で 全水田 面績 の 約15 % で あ るが 供

耕, 転作ほ 散在 し てお り取水量 の 滅小迄に ほ 至 ら ない ｡

(2) 生 活 用 水

厚生省の 人 口 問題研究所の 昭和45 年国勢調査資料に も

とづ く人 口 動態推計値に よれ ば, 昭和45 年の 総人 口は 1

億 372 万人で 昭和60 年推計ほ 1 億208 0 万人 と約170 0 万人

の 増加が 見込 まれ て い る｡
こ の 中国兼臨海, 東海, 近 艶

臨海 の い わ ゆる東海道メ ガ ロ ポリ ス 地帯に 全人 口の 約6

菩佃; 集中す ると予測 され , 人 口 偏在に よ る地 域集中需要

よ り , 水資源の 需給均衡が 悪化 し, 大都市圏の 供給水温

確保 の 困なん 性が 増大 し つ つ あ る｡

地域別上 水道年間総給水量の 推移

上 水 道 年 間･ 給 水 量 ( 10 0 万 m
3

)
地 域 別

増 加 給 水 量

昭44
丁

45 5 0 ･ 1 5 5･ 1 60 昭46 ′ - 50 1 4 6 ～ 5 5 1 4 6 ′ } 6 0

国

以 下

8
,
5 63

省 略

9
,
1 73 1 3 , 6 0 2 1 7 ,

8 6 3 2 2
,
1 4 0 4 , 4 2 9 8

,
6 9 0 12

,
9 (汀

更に 原単位は
, 生活水準の 高度化に 伴な い 大量大衆消

費化 ( 水洗
.

, 洗革, 洗濯機, 給蕩設備等｡) の 傾向を た ど

り 1 人 1 日当 り給水量 の 増加は 次表の とお り｡

ゼ/ 日/ 人 1 昭45 ! ■50 1 5 5 6 0

最 大 給 水 量 ト 436 l 5 2 4 5 79 63 9

平 均 給 水 量 】 348 l 4 0 8 4 5 4 5 0 0

( 資料 : 同上)

昏. 主 要 課 題

(イ) 地域 開発の 進行 に伴 っ て , 大都市及 び地 方中碍管

理都 市等 の 人口 集 中需要圧力 が増大 し てき てお り, 新規

水源 と して ダム 等の 水 資源 開発及 び保全 の
一

層 の 促進が

必要 で ある ｡ (ロ) 各水道 の 相 互 融通,
■市町村行政区域の

範 国を こ える超過 給水, 水源 の 遠隔化に よ■る広域開発,

広域 管理 の事業 方式の 必要性 が強く要請 され る｡ 注) 水

( 資料 : ｢水道整備 5 ケ年計 画+)

道 広域化 の 社会 的要請｡ レう 水源 河川の 水 質汚濁負荷皇

が増 大 し, 給水停止, 取 水制限, 更に は既存水道 水源の

廃止 まで 見 られ る こ と よ り , 水 資源の 水質保 全の 強 化 茄

必要 で ある
｡ 注) 水道水 質の 安全性 の 確保 ｡ (⇒ そ の 他

海 水の 淡水化, 配水シ ス テ ム の 合理 化 ( 二 重配管) 下 れ

の 高 級処理等 の 長期展望 もある
｡

(3) エ 業 用 水

工 業用水は ボ イ ラ ー 用 , 原料用水, 製 品処 理 及 び 洗二

浄, 冷却, 温詞用水等様 々 な用途に 使われ て い る
｡

工 巣

用水 の 将来需 要ほ産業親模構造 の 見違 しと関連す る が ,

通産省 の 試算に よ る と, 昭和60 年 の 用水量 は 2 億860 0 万̀

m
3/ 日 で44 年 の 約 3 . 8 倍 で ある

｡ 昭和60 年 の 淡 水 補 給･

85 8 0 万 m
3

/ 日 は 回 収率を琴在 の48 年 ～ 70 % 軒こ向上す るも

の と し てお り , 回収率 向上 の 動 向如何 に よ っ て淡水補給▼

量 の 変動を 意味 し て い る｡ 享た新見増分 ( 44 ～ 6 0 年)

4 7 2 0 万 m
3

/ 日 ほ44 年迄 の 実績 の 約 2 借 の 開発を16 ケ年圃

-
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に 開発す る こ と を意味 し, 回 収率 を70 % に 達成 し冬た と して も
, 水需給の 逼迫が 予測 され る

｡

エ 業用水需要長期見透 し 100 0 m
3

/ 日 ( 資料 : 通産省)

水 源 ほ
業
望l 上 水 道卜河 川 等l 地 下 水1 淡 水 計l 回 収 水l 計 L 海 水l 合 計

昭44
( 1 1ヲ与芳ヲl ( 4ヲ左芳壬l ( 1去ヲ主完芳(1去チ占貰引

38 , 6 0 5 3 5 , 7 9 0

( 4 8 . 1 % ) (i苦ら芳ヲl
32 , 1 5 1 1 0 6 , 5 4 6

60
( 1字?与芳ヲl 琶主芳冒r (去ヲと芳ヲ (去ヲと諾ヲl

85 湖 0 2 0 0 , 2 0 0

( 7 0 % ) ぞ…3占貰ヲl
‾43 , 4 4 0 3 2 9 , 44 0

昏. 主 要 課 題

(イ) 需給 逼迫 の 予測 と地 盤沈下対策等 の 要 因よ り, 水

源 と して ダ ム 依存度が 増加 し ( 工 業用水道昭31 ～ 3 5 年で

20 % が 最近 でほ 約86 % ) 総合開発事業に 共同参加 し先行

投資す るタ イ プが 増加 して い る｡ 注) 水資源先行開発,

先行披資事業方式の 開発｡ ( ロ) 環境保全問題 が 顕 在 化

し, 公共 水域の 水 質汚濁防止 の た め 排水処理 が生 産の 蔚

捷条件 となりつ つ ある
｡ 注) 生態系等 の 白魚保護 と公害

防止｡ レう 回収水 の 利用率 の 向上 と用水原単位 の 低 減は

総需要水量 の 要 因と し て重要 で ある こ と｡ 注) 用水 の 節

約 と水 コ ス ト の 合理化 の 促進｡
(⇒ 下水道処理の 活用 に

つ い て検討を進 め る) 三 次処理 へ の 検討) ㈹･
.
エ 業の 準

正 配置に に よ る地方分散化 と水資源の 開発供給 との 関連

に つ い て 検討を進めや｡ 注) 水資源賦存の 地域間隔差｡

4 . 開発 ( 建設) , 供給 (管理) 可能限界

■ 全国綺雫雫水量

昭‾ 44< 昭 60 1毒豊
■:

農業用水計

生活用水計

工 革用水計

合 計

100D m 3/ 日
38

,
6 0 5

主義ヨー8
唱買冨品羞j……蔓;…

注) 農業 用水の 昭和60年 総需要量 ほ 需要推計要 因が帝

動的 で ある た め , 農業近代化用水 需要増 と し て の 延 びを

約10 % ,
8 4 億 m

3

/ 年 ( 2 7 6 m
3

/ S) と推定 した ｡､

現在河川水 の 安定部分 で ある渇水量( 3 5 5 日流量) 肘近

は 殆ん ど先任者で あ る農業 用水が 占取 して お り, 後発東

雲看で あ る都市用水, 産業 近代化用水等の 新規参入ほ;

河川流量 の 基 底部分に上 乗せ す る上 流 ダム 群等 より水使

用を行 なわ ざるを得 ない
｡ 今 昭和60 年総 需要 水 量 年 間

142 5 億 m
3

の 殆 ん ど全部を 河川利用 で充足 し得 るか 検討

して み る と, 河川 の 総流 出高は , 年間 5
, 2 0 0 億 m

3
で マ

総降雨量 181 8 粍/ 年 … 6 70 0 億 m
3
′
/ 年間

蒸発量 335 〝 1 2 3 0 〝

全流出量 148 3 〝 5 4 7 0 ク

i芸芸霊芸
出

1…;: Z 5 2｡｡ 〝

7 3 〝

ク ロ 的み て ダ

ム 開発等に よ

る流 況改善の

限度を 平水量

(18 5 日 流量)

附近40 % が 利用率向上 の 限界 と考 えれ ば水 資源 開発利用

可能 の 限界 は年 間的200 0 億 m
3
と な り , 低水量 ( 2 75 日流:

量) 附近 を河川流況平準化 の 限界 と考 え
, 河川利用率を

25 ～ 2 7 % とすれ ば年間 13 0 0 ～ 1 4 0 0 億 m
3
が 利用上 限値 と

なる｡ した が っ て , 上記昭和60 年総需要年間142 5 億 m
3

ほ 河川の 利用限界に 近づ い て お り , 地域別の 河川特性を

考慮むこい れ る と , 京浜, 京葉, 京阪神等の 集積地 域 で 供

給能力の 不足 が 予測 され る
｡ なお 建設 省の ダム 開発の 可

能量の 試算に よ る と
, 全 国 18 2 水系で 昭和40 年以降 の ダ

ム 予定地 点は 760 ケ所 で
, 総利水容量180 億 m

3 の 貯水 が

可能 とさ れ て お り ,
こ れ を年間 2 回利用 と仮定す る と利

用可能量 は 360 億 m 3/年 と なり前述 の 昭和60 年新規増量

392 ! 億 m
3

/ 年に ほ ぼ同数 となり , 経済的な ダム 開発の 限

界 と水 資源 甲逼迫が 予測 され る占 こ こ で 注意を 要す畠こ

と止
, 水 1 血 3/ S を新規に 取水す るに 要する 水源 ダム の

貯水必 要水 量は , 河川流 況を平 準化 して取水す る とい う

機能が 必要 の た め , 基準地 点の流 況調整 期間の 延長 が 一

定貯 留水の 基 準地 点供給 能力を次第に悪化 さ せ る こ と

で
, 流況平準化 が準む ほ ど単位水量 当り必要貯水量が 増

大 し開発 コ ス トは 上 奏す る こ とに な る ｡ 注) 現在の 調整

期間Fま1 ～ 1 . 5 ケ月位 で ある｡

取水 1 m
3

当り

調整期間 貯水必要量

渇水畳 まで 平準化の 場合8 6
,
4 0 0 ×(3 65 - 3 55 = 1 0)

低 水草

平水量

5 .

〃

〝

= 8 64
, 0 0 0 m

3

8 6
,
4 0 0 × (3 65 -

2 7 5 = 9 0)

= 7 , 7 7 6 , 0 0 0 m
3

8･6 , 4 0 0 ×
-
(3 6 5

-

1 8 5 = = 1 8 0)

= 1 5
,
5 5 2

,,0 0 0 m
3

水資源開発及び 管理の 基本的方向

順述 して きた ように
, 水 に 関す る開発及 び管理 の 諸 問

題 ほ 水需給の 逼迫 と多極化 か ら大量 , 広域 , ト ー タ ル 処

理 と して の 方策 を要 求され て きて い る｡ し たが う て在来

の ように計 画, 建設 , 管理 の 各個別 の 事象を 消化す る と

い う理解 の み で は律 し得ず, 最近 の 学術会議等で 提唱 さ

れ て い る よ うに テ ク ノ ロ ジ ー

ア セ ス メ ソ ト ( 技術評価)

即 ち技術 の 開発 と こ れ が 適用部門全般を 通 じてく り返 し

点検が 行 なわ れ , く り返 し調整を 行な っ て い く とい う意

-

1 0 5
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味 合 い が基本 的理念と し て重要 と考 えられ る｡ そ の主要

課題は 前述 の ｢ 水需要の 動 向と課題+ の 中 でも水利用部

門別F こと り上 げ て 来 た が追 求すれ ば
, (1) 上 流 の 水源 ダ

ム の 継 続的な水 資源 開発 の 促進 ｡ (2) 中下流域 の 水 資源

開 発 ( 河口 湖,
内陸調整 池, 多 目的導水路等 ｡) と これすこ

見合う各利水者の 広域管理 事業 方式の 確 立 , で あ る広域

管 理 で は 大量 の 水を 集中的に管 理 し適正 に 配 布 す る た

め , 貯留並 びに 送水施設, 管理施設等 の 近代化 と管理技

術 の 高度化 を指 向 しな けれ ば な らな い
｡ (3) 農業用水に

か か る管理 で は 大腰模水利施設 を多目的に 開発 した , 公

団 の 農業用水施設 は広域多目的 な近代管理 へ 近づ い て い

る ｡ 農業 用水単独 の 場合 ほ 少く とも 農業 団地構 想及 び水

利 施設 の 近代化 を併行 させ な けれ ば近代 的な広域管理 へ

の 育 成は 困な ん で あろ う｡ (4) 都 市用水 に か か る管理に

つ い て は
′

, 地 方公営企業 管理者に よ り管理 され るもの が

多 く, 水資源の 有効開発及 び施設利用の 効率化 の た め ,

上 水に つ い ては 行政区両 ( 市 町村) を こ え る広域水道 ,

広 域 集中管理モ デル

建 設 完 了

管 理 開 始

マ イ ク 口 演帯ネ ッ トワ

_
【

/

- ク
/

/

/

/
‾

7
-

/

管 理 所

テ レ メ ー タ ー 送 受信機

表 示 盤, 計 算 機

制 御 装 置

工 業用水道 に つ い て は
, 県営工 業用水道 ( 全体 の45 % )

と広域化を た ど り つ つ ある｡

管 理事業所

工 業用

水 道

生 活 用 水

上 水道桓易水道l 計

都 府 県 営

企 業 団 営

指 定 都 市 営

市 営

町 村 営

一 敗事務組 合

計

事業
35

4

5

3 0

3

7 7

1 8

5 7

広域
水道

6

5 4 4

8 9 9

1 , 5 2 4

1

1

1 9 9

1
,
5 9 0

1 3

1
, 8 0 4 3

,
3 28

( 資料 : 昭和46 年地方公営企業年鑑)
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/

/
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け

総 合 管 理 機 構

管 理 中枢 機能

管建 機 能 ,
償 還 分 析 , 財 政 負 担 分 析

ア セ ス メン ト

配水管理 モ デ ル

取 水 設

/

/

､
､

＼

＼

ハ
ト
1

農 業用水

大規模調 整池

洪水, 高水導 入

に よ る 利水高度化

P
r

L

一メ

水位

【タ

取 水 ゲ
ー ト

＼
､

1
_ _ +

ア セ ス メ ン ト

事業運営 モ デ ル

幹線流量計
(超音波式)

上水道
,

エ 業用水遣

私室讃声

＼
‥

‥
､

泄

T

6 . 広 域 管理事業方式

施設管理が 近代化広域化 して く る に した が い 規模, 管

理技術 の 向上 を図 らね ば な らな い
｡ 基幹的施設管理 は総

受益 面積 に お い ても, 通常数市数町数 ケ村 に ま た が っ て

い る ｡
こ の よ うに基幹 的施設管理 は多目性, 基幹性 , 広

域性 か ら地域 開発 の 基 盤的性格 が強く私 的費用 の 負担並

､

｢
-

.■-

.-
-
-
■

l
,

●

ア

水
滴
P

シ

流

テレメ
ー

タ

( 盤)
シ P .H

ア

ン

浄
位

度
H

ン

量

_ ♪
管 】里 運 営 協 議 会

閑 一係 行 政 機 関

聖殿豊望浅竺
上 水 道 ユ ー ザ ー

( 流量 検出
一 発信器

(盤)
濁 水

度 位
各 検 出 器

場水

送

受
信

機

テ
レ

メ

ー

タ
ー

流

量

畏量晋)

ブロ
ー オフ

』

｢
■
t

し
r器

び に便益 と い う概念 を こ え る理解 を要求 さ れ る こ とも あ

る
｡ 今後は都 市用水 の 著増 と水 資源 開発の 困なん 性か ら

地域 開発推進の 共同体的 な問題 と して , 地域社会に 生活

す る農林水産業,
工 業等 の 歴史 的環境の 相喜を 調和 させ

うる管理事業方式 の 選択 が 問題 で ある｡ 現在 の 農業用水

は そ の 生産手段 と し て不可欠要 素で ある基幹 的農業水利

施設等 の 社会 資本 (社会的間接 資本) が 工業 等 との 発展

-
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調和 に お い て も遅れ 気味 で あ り, 集横 ス ト ッ ク の 不足 を

埋め るた め
, 前述 し て い る よ うに 大量

, 広域,
ト ー タ ル

的 な開発, 管理 の 事業 方式を 各種施策 して ゆ か ね ば な ら

ない で あろ う｡ 広域管理事業 方式 の 選択は 利水機能社会

化現象 の 進行か ら公共的 な経済財 と して 基幹施設の 開発

及公的管理 ( 国, 公 団, 県 , 水利開発管理公社 ( 仮称)

等｡) を 指 向し管理維持 の 責任体制を 明か く化す る と共に

管理水準を 引き上 げ て ゆく べ き で あ ろう｡ 水資源の 逼迫

と開発 の 困 な ん性か ら, 公共費 ある い は 公共投 資に よ る

利水機能公的管理を 換討 し て経済環象, 財政等に 不整合

を きた さ な い 範囲に お い て ほ , 社会資本充実政策 と して

の 広域管理事業方式を 推進 し限 られ た 水資源の 効率的運

営を 確保す べ き段階 と考え られ る｡ こ こ に
一

例 と して 具

体的な 思考 モ デ ル を 行 なっ て み る ｡

( 思考モ デ ル) 特定水利広域管理整備法

農業近代化を推進す る大規模農業基地 の 基 盤 となる特

定農業水利又は
, 農業基地 , 都市地 域, 産業拠点地域 に

関連す る多目的農業水利に つ い て , 中枢基幹の 利水管理

を 整備す るた め , 国の 財政上 の 特別措置 に 関す る法律 ｡

a 法の 目的

(1) 近代的な 農業 基地 を創 設する もの に か か る 大規模

指定水利の 基 幹的施設 ( 貯留施設 , 送水 施設 , 揚 水施設

等｡) の 管理を行 な う こ とに よ り農林 水産業 の 発展 と国民

経済の 発達に 寄与す る こ と
｡ (例 群馬 用水, 国営農業

水利等の 大規模利水 機能基 幹施設｡)

(2) 農業基 地, 都 市地域 , 産業 拠点地域 に 関す る多 目

的農業 水利に つ い て基 幹的施設 ( 貯留施設 , 送水 施設 ,

揚水施設 等｡) の 多目的管理 を行 な う こ とが , 地域社会 の

基 盤 的性格 を 有 し, 農林水 産業 , 工業等 の 均衡 ある発展

と国民 経済の 発達に 寄与す る こ と ｡ (例 愛知用水, 豊

川用水 , 木曽川用水 , 香川 用水等 の 大規模利水機 能基幹

施設 ｡)

b 特 定重要 水利の 指定

開発基 盤的性格 を 有する 全 国の 重要特定水利 ｢特定農

業 水利 , 多 目的農業 水利+ を 指定 し大量 , 広域 , 又 は多

目的な利 水調整 機能 の 正 常な維持 運営 を確保す る ｡

C 維持管理主体

上 記の 指定水 利に つ い て利水機 能の 管理 を別 に定 め る

｢ 施設並 び に 区間基 準+ に よ っ て維持管理主 体 を 定 め

る｡ Ⅰ例 : 国 ( 又は 公団) 管理区間, 県 ( 又ほ 公社) 管

理区間) また こ れ に 接続す る管理は 土 地改良区, 市町

村等の 複合管理を 検討す る｡

d 国 の 財政上 の 特別措置

公的管理区間 に つ い て は 別に 定め る基 準に よ り , 公 共

費, 財政投資 ( 補助金) の 運用を 図 るも の とす る ｡

e 管理事業 の 開始手続 き

指定水利に つ い て 別に 定 め ると こ ろ に よ り管理 事業計

画書を 作成 し適否判定等の 審 査を うけ る 必 要な法 事続 き

を 経て 管理事業を 開始する ｡

f 添 付 ｢ 広域管理 事業計画書+

第 1 広域 管理事業の 目的 第 2 管理 方針等 (管:匿

方針 , 管 理規程 , 施設 操作規程) 内容 の 主要事項 ･ ･ ･ ･ ･ ･(1)

管理対 象施設 ( 施設 の 範 囲, 名称 , 構造概要) (2)管理 区

分(3)管理方法の 根拠, (4)管理機構 , (5)総合管理組 しき,

( 6)施設 操作の 基 本事 項(水利調整 の 基 準) , (竹管理費用 の

負担, (8)水利権 協議書, (9)災 害復 旧 の 取扱 い ,且ゆ協定 , 覚

書｡ 第3 施設維持 技術基 準 … - (1)耐久整備 ･ ‥ 年度 サイ

ク ル 計 画管理(施設整備基準, 附 帯設備整備基準) , (2)構

造 管理 = ･ 構造 安定に 関す る計測及 び解析｡ 第 4 配水管

理 技術基準 … 一 心)水理構造管理 … 水理縦横断線形管理,

(2)流域管理
･ ‥ 貯水又 は放水等 に 必 要 な流 出量

,
流 出率等

の 計測並 び に 解析計画, (3)配水管理 ･ ･ ･ 配 水 ケ 所, 配 水

量 , 配水 操作 方法, 情報取得伝達並 びに 制御等に 関す る

計 画, (4)水質管理 … 採水, 分析, 保全計画 ｡ 第 5 管理

事業費 (1)管理事業費 5 ケ年計画を 作成す る
, (幼年度サ

イ ク ル 計 画管理 と し て積算す る, (3)総括単価( 合成単価)

型式を 採 用す る｡ 第 6 施設改造, 改良等を 要す る ケ所

及 び費用概 乱 琴7 償還 計画及 び分析｡ 第 8 経済分

析及 び効用 ｡

8 . む す び

水の 問題は 時系列的 な要素が入 っ て 権利関係 が 複禿 で

ありそ の 解決に ほ 慎重を 心 要 とす る｡ しか し水 資源の 利

用甘こ限界が 見 えて い る現在, 水の 管 理問題 も重要 で あ る

との 認識に 立 っ て 施策を め ぐらす べ き段階 と 考 え ら れ

る｡ 今後先行事業 ( 投資) 方式, 料 金制 , 改造 等の 問題

も あるが 別の 機会に ゆず る こ とに す る｡
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農業土木技術研 究会第 3 回理事会

日 時 : 47 年6 月15 日於 日比谷圃

出席者 : 杉 田会長 , 緒形副会長 , 山本, 長 , 岡部, 馬場,

茶谷, 井上, 松井, 永 田, 高嶺,
′J ､ 川 ( 欠席) .

内藤 (欠席) , 伊藤, 真 田 ( 欠席) 以上各理事

農林省側 八 木, 伊藤 ( 事務局長)

収 入 の 部

議 題

1 . 4 6 年慶事業報告に 関す る件

2 . 4 6 年度決算報 告書こ国す る件

3 . 4 7 年度予算承認に 関す る件

4 . 4 7 年庶事業 計画に 関する件

5 . 役員改選に 関す る件

6 . そ の 他

理事会に より承認 された 決算 及予算 (菓) は 次の 通り

で あ る｡

農業 土木 技術研究 会昭和46 年度会計に つ い て 監査を

行 っ た と こ ろ下 記の と お り内容が適 正 で あ ると認 め

ます｡
監事 伊 藤茂松 真 田 光夫

46 年 虔 収 支 決 算 書

4 7 . 3 . 3 1 現在
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福 田 仁志
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参 与 須 恵 務

泉 敏郎

青木 誠

中川 稔

金津 昭二

亀岡 俊輔
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吉吉 和男

菅野 直之

東京大学教授

農地局設計課長

〝 技徳課長

貴地局調査官

農菓 土木試 験場土地改 良部長

茨城県農地部長

水資源 開発公団第 二 工 務部長
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土地改 良建設協会専務理 事
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今 日 ま で
, 我 々 は 土地改良事業に よ り , 大規模な ダム

,

頭首工
, 水路 , 揚水機な ど数多く の 施設を つ く っ て来た ｡

そ の 量 は
, 土地改阜資産調査 に よ る と , 4 4 年時点で 基幹

施設24 , 5 00 億 円, 末端 施設費 4
,
5 0 0 億 円, 併せ て 総施設

費29 , 00 0 億円という再建設 評価額 とな る ｡

しか し, 会 員の 大部分 を 占め る 農業 土木技術者 は , と

もす る と ,
は なや か な 建設事業 に 目を うばわ れ,

こ の 施

設が ど の ように 管理 され, 効用を 発揮 して い るか に つ い

て は , い さ さか 無関心 す ぎる ように も思わ れ る｡
こ う し

た 現状紅 か ん がみ , 1 つ は管理事業の 重要性を 罷識 し,

よ り 多く の 優秀 な技術者が 管理事業 に 参加 し,

一 層管理

事業 を充実 させ るた めに
, もうI つ ほ , 既設 の 土地改良

資産 の 管理経験か ら土地 改良車業 の 計画, 設計お よび 施

工 をみ な お し ,
よ り合理 的な事業 を行なう目的 で管理特

集を計 画い た し ま した ｡

論 説は , 佐竹管理課長 に お 願い し ま した ｡ 農業 用水 の

も つ 基 本的な 問題を 詳細に 解説 して お り ますJ 報文は
,

大学の 先生方, 直接管理事業に た づ さわ っ て お られ る方

々 に 報等 して いた だ き ま した ｡

い ろ い ろ お忙 しい 毎日 で しょ うが , 是非お 読み 下 さい ｡

本誌が 少 しでも皆 さ ん の 日常業務 の お 役に 立 七ば弓如､ で

す ｡ 今 後とも 一 層の 御援助 , 御 指導 の 程 を ｡

( 柴田)
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