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第1 4 回農業土木技術研究会々賓発表 (編集委員会)

第14 回農業土木技術研究会 々 賃iもー第53 号 ～ 第56 号匠 掲載された 論文の ケち から,･･ 任 意忙 全国か ら抽出‾された 会員

の ア ソ ケ ー トを基 に 編集委員会 で選考 した結果下記 の 2 点-こ決定 されま した ｡

● 農 業集落排 水事 業に お ける 汚水,
‾汚泥処理 ( 第55 号)

贋造改善局整簡課

● 市街地軒こお け る農業用ノ子イ プ ライ ン の 計画及び施工 に つ い て

東 北農政局最上刀伸 流農業永和事 業所

笹 沼 昭司:

由由 義春

大沼 考昇

受賞論文の 選考 に あた ぅ て

｢兼業集落排水事業 における
‾
汚水, 汚泥処理+

農業集落排水施設 の 整備は , 従来か ら農村総合整備 モ デル 事棄及び
'
ミ
■

ヱ 嘩バ 事業■わー･メ ニ ュ
ー の 中や奏嘩L でセーヾ

る本
58 年硬か ら新年む早慶業集落排水事業が 創立 され, 農業振興地域 にお い て

,
し尿,

【生活難排水毎の 汚水 ,･ 汚泥耳特車水

を処理す る施設 を単準事業 と して実施す る こ
,
と が可能 となぅ た ｡ .

本報文は , 農村集落排水事業 の 創立を横 に
, 本事業に お い て 実施されて い る汚水処理方式の 特色, 管路施設計画 の

ポイ シ ト
,
■‾±襲被覆型接触痕気方式と回転甲板方式 の 設計例- こつ い て

, 農村 の 社会,
経済, 自然条件 の 適合を念 執 こ

お い て タ イ ム リ ー に 紹介 して い る｡

また
,

∴昔らむこ高次 ( 3 次) な処理 へ の 取組み
, 汚泥 の 農地襟元 に う い て の 留意事項, 本事業 の 指導強化等平こ つ い て

記述 して い る｡

農業集落排水事業は
, 非農用地区域全域 5 千万人近 い 国民 の 汚水, 汚泥処理を担当 し

, 居住環襲の 整嘩並び に 公共

用水琴の 水質保全 に 寄与す る事業と して, 和 ､ に発展が 期待きれ て いる｡

こ あような要請 に答 えるた 軌
_
農業土木技術か らすれ ば比較的新 しい 集落排水技術 の 一 層 の 強化, 充実が求 められ

て卑り, 本報文は , 集落排水技術の嘩針と して
, 新 しい 農業土木技術を身 に つ けようと努める誘着か ら高い評 価を得

た も の と い えよう｡

｢ 市街地 におけ る岳業用パイプ ライ ンの 計画及び施土につ い て+･

最上川中流農業不利事琴ほ ,

.
山形市西部 臣位置 し, 最上川支流須川 の 左右両岸に 拡が る4

,
9 7 0 b 年中農地 の用本不足

を 改良 し, ･用 水系統 の 合理的青森を図二る七 め ∴昭和47 年度 に 着手以来
,
･ 僻次,

, 西部
,
ヰ 部幹線用水路等の 土事を進め

てき て い る｡

こ の う. ち馬見 ケ 崎導水路iま, 取水位と分水位 の 水位差が=1 1 0 m -を越え るうえ に, 金線紅 ぁた っ て 山形市中心廓の 市

街地を東西 に横断 し
,

そ め間,

一
国道を-

3 ケ所･ 奥羽本線 を1 ケ 所交差せ ざるを えない ロ ケ
ー シ

弓

.
ソ･に ならでも

■
､ る ｡

ノ■

一 本報文は
,-

こ
■

の よう な市街地内 で の 導水路埋設工 事 に つ し
､

､ て
, 安全性 を最重要視 した 管種適温-一交通 の 確保

,
周

1

辺

住民に 及ばす影響,
■工 事 の安生睦

.
の 確麻 工 事期間 の 短縮等に づ い て考慮 し吏

_
嘩工 計申及びエ 事の 実施状況に つ しこて

詳細 に澱 介してしJ るム_

市街地軒こお け る工 事で は
, ･特有こ都市環集中こ充分配慮 した 施工 計画を立て る必要があ り

, 今後農業土木事業 の分 野匿

お い て も
一

層 , 都市生活空間ゐ中あ る い は こ
‾
れと廟接 して工 事が実施され る

′
こ とが 予沸 され,一本報文は 山地や農地を

中心 に 行 っ 七きた⊥ 般的な轟業王木工 事とは 異な る特徴 をよく記述 して お り, 読 者の 評価を毎た もの と考えられ る｡

今 回の 筆貰論文 吼 農 村環境 に適合 しキ集落排水事業 に お け る汚 水 , 汚 泥処琴 申
.′
あ り万 及 甲市 街鞄 円で¢ 凝 工 計 匝

の 事 例拓介となり; いず れ･も今後農業土木技術者が身に つ け る べ き技術Fこ関す るもの 孝な っ た が; 本誌紅投稿された

論文 牢は
, 他に も野山り優秀年もの が あ っ た ｡

今後も農業土木 技緬暑が日 頃研ま されて い る 技術 に つ い て
,

各分 野か ら多くの 論文が 本誌に 投稿 され
,

｢ 水と土+

が農業土木 技術者 の 技術 の発表 の場 せならん こ とを期 待 して やま-ない
｡-

■■ ■

■■1
- ･ ･

‾





【巻 頭 文】

科学技術 の 進展 と学術雑誌

尾 崎 叡
■
司

*

第 二 次世界大戦を境と して , 特 に こ の40 年 余りの 間 の 科学技術 の 進歩発展 はまさ に驚く べ きも の があり, 人 類が遠い

苦か ら大戦 に至 る ま でに 為 し とげた科学技術 上の 成 果の 蓄 積に 比 し て こ れを造 か に敦 賀す る成 果が最 近40 年間余り の期

間に もた らされて い る｡ そ して 科学技摘に 関す る情報が生み 出され る速度ほ ます ます加速 され つ つ あり, か っ て ほ30 年

間が科学技縮 に関す る
一 時代 とも い わ れ て きた が, それがやが て10 年 間に な り, 最 近匠 至 っ て は 3 年 間とい わ れ るよ う

に な っ て い る｡ こ の よう なテ ソ ポ の 速 い 進展 の 【如こ あ っ て, 科学技術 の 研究開 発に使用さ れる手段 は 年々 拡大 の 一 途を

た どり, お よ そ利用可髄 な手段 は 如何なる もの で も こ れを 利用す る とい う こ とが行 わ れ る ように なり, 限 られた 分野 の

成 果を単 に利用す る とい う立場 に立 っ て み て も, それらの 成果 を理解 し自分の もの と して 当面 す る問題解決をこ有効iこ応

用す る た め に は非常 に 幅 広く高度 な基礎 及び 専問的知識 が必要 とされ , 新 しい 成果 を利 用す る こ と自体 が容易な こ とで

は なくな っ て きて い る｡

科 学技循 上の 先 端的成 果の 豊 序で あ る各種 の 学術雑誌 の 原論文 をたや すく 読み こ なし て 自己の 当面す る 問題解決 に 利

用す る こ とが で き る関係技 術者の 数は 必ず しもそれほ ど多くは ない の で は なか ろ うか ｡

一 般に 学摘雑誌 に 掲載され る論

文は 紙幅の 制限な ど多種多様の 理由 に よ り必ず しも親切なわ か りや す い 説明がな され る こ とは 珍 しく, 読む の に 多少 の

苦労を伴わ な い も の ほ 非常に 少な い
｡ 例えば論文で はなく ても数学 の 本な どに数多くみ られ る の で あるが

, 数学 的な記

述の 形式や 簡潔 さな どの もろ も ろの 理 由に よ る の で あろうが
,

そ の 結果と し て の わ ずか なパ ル プの 節約が読者 をし て 如

何に 読む 気を なくさせ るか ほ 多くの 人 びと の 偽ら ぎる感慨で は なか ろ うか占 こ れは 数学が不得 手 の 人間 の 泣 き言とい わ

れる か も知れない が
,

わ ずか に 一 行あ るい は 数行の 説明が書き加 えられる こ とに よ り数 学に対す る読者 の 嫌気を排除す

るの に か なり効果 の あ る こ とは 確か の ようで あ る
｡

こ の よ うな事柄は 工 学関係 の 論文書籍等に お い て も決 し て変 る とこ

ろ で は ない で あろ う｡ 新 しい 科 学技循上 の 成果が よ り広く よ り容易に 利用され役立て られ る ことが社会発展 の た め に 必

要な こ とで あ り
, な され なければな らない こ とで あるか ら,

こ の 目的に 沿う ような刊行物 が存在す る こ とが威望 され る

の で ある ｡

工 学関係 の 多く の 分野 でも研究が進み 専門的 に 細分化す るに 従 っ て 次第 に 応用的な実学と い う面か ら離れて 純粋理学

的な色彩を 帯 び る ように なる ケ ー ス も あり, こ の 結果最後 に ほ 実際か ら遊離 し て行 き, 元 来実 際問題-こ直結 し て い た研

究そ の も の が次第 に 一 人歩 きす るよ うに なり, 研 究その もの は 大きく進 歩発展 して 非常 に 精 掛 こは な るが
, 実用性が等

閑視 され研 究の た め の 研究が行 われ ると い っ た 状況もままみ られ る? で あ る○

例 えば土質工 学 の 分野で土 の せ ん断 度及び 変形に 閑俸す る事 柄は最 も重要な問題で あ る こ とに は 何人も異 論 は な い

と こ ろ で あり, そ の た め 多くめ研究者が多年に わ た り研究に 力を注い だ結果, 土 の せ ん 断強度 及び変形軒こ つ い て の 研究

は最近 の30 年余り の 間 に 非常 な進展をとげ大き い 成果がみ られ て い る｡ こ の よ うな進展 の 中で せ ん 断試験に お い て は非

常 に精 密な計測が実 施され,
こ れら の 結果に 基づ い て 土 の 構成 式が導か れて 地盤や土構造物 の 変形解析 に用 い られ て い

る｡ しか しながら,
こ の 構成式を用 い て 高度に 発達 した 数値解析手法 を用 い た 予測値が実際に 生起す る現象と合わ ない

場合 が非常書こ多い の で あ っ て
, 高度 な研究と実務 との 間に 大き い ギ ャ ッ プが生 じて お り, 研究が高度化す る に従 っ て ,

こ の ギ ャ ッ プは さらに 大 きくな る ように も思わ れ る の で ある｡ こ の ようなギ ャ ッ プをうずめ る た め にも理論 的な研究は

必要 で ありますます発展させ なければな らな い が
,

土 の 場合そ の 不均質性や 非線型性 などの複雑 な挙動 を示すた め ,
こ

れら の 特性をす べ て とり込 んだ 構成式 を造 りあげる こ とiま不可能に 近 い こ とで あり, 要素試験 の 結 果か ら得 られた もの

を地盤や構造物に 適用す るとき土 の不均
一

性が大 きい 問題 とな る の で ある か ら, 研究成 果を実務に 適 用す る とき如何に

すれば 工 学的甘こ意義が あるも の となる か を十分考 慮し なければならない の で あ る｡

『異 っ た 意見も 多い と思われ るが,
工 鄭 こ関す る研究 開発は 実際に 応用 され役立 つ も の で なけれ ばならない との立 壕

に 立 っ て み れは ｢ 水と土+ が農業土木分野で 果 して きた 役 熟 ま非常に 大き い も のがあ っ

■
た と思われ, 今後 とも先述 の よ

うな実務 に役立 つ 雑誌 とい う明確 な目的意識 の もと･に 編 集きれ る こ とが望まれ る の で ある｡

新 し い 研究成果がも られ, しか も多く の 予備知識を必要 としな い ある程度自 己完備 ( s elf- C O n t ai n e d) な報文及 び新

しい 成果 の 応用例 とそ の 結果, 現場に お い て生起 した 現 動 こ つ い て の 生 の デ ー タ と問題点 の 提起な どが 内容 とし て望ま

れ る の で あり, こ の よう な雑誌 こ そ現 場や実務 と研究室 との 間せ継 ぐ媒体 とな･り,
フ ィ

ー ド ′
ミ

ッ ク･ シ ス テ ム が で きあ

がる もの と思わ れ る｡

上述 の如 き雑誌 を編集 し刊行す る こ とほ
, 云う は易く して 行う こ とは 至難 の 業で あ り, また 執筆者 をう る こ とも非常

に むずか し いもの と思われ るが
,

｢水 と土+
‾
が敢 て こ の ような困難を克服 して

, 真 に 実務者 の た め の 雑誌 とし で大 きく

発展する こ とを期 待し た い ｡･

書神戸大学農学部

ー 1 - 水と土 葬6 1 号 19 8 5
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1 . は じめ に

圃場整備事業 は, 農地等 の 区画形質の 改善その 他ほ 場

条件 の 絵合呵な整備 を行う こ とに よ っ て , 農業生産性 の

向上, 農業構造 の 改善等に 大 きく寄与 し, 現在, 農業基

盤整備 の 中心的な事業と して 位置付けられて い る｡ 同事

業 に お い て ほ永 田に つ い て 一 般的に
一

箪3 0 a を標準と し

た 区画が設定され実施 されて い るが, こ の30 a 標準区画

は,
厨和 お 年の 事業創 設以 来20 余 年継続 され て きた も の

で ある｡ し か し こ の 間永 田農業 を取 り巻く情勢 は大 きく

変化 し て お り, 農政が水 田の 区画に 対 し て 求め るも の ,

また 農家に と っ て の 区画規模 の 持 つ 意味も変化 し て い る

も の と考え られ る｡

こ の よ うな情勢 を踏ま え, 現 時点 に お け る永田 区画 の

意義を再確 認しI 今後 の 農業 の 動向をふ卓えた 新 しい 水

田区画 の あり方iこ つ い て 検討す る必要 が あろ う｡

最近, 圃 場整備済 の 水田の 区画-こ対 し て どの よ うな意

識を持 っ て い るか に つ い て個 々 の 農家 に 7 ソ ケ ー トを行

っ た 『圃場整備 事業実施地区 の 区画形状意識調査』 が 農

林 水産省構造改善局整備課をこよ り実施 され た ｡ 本 報で は

同調 査結果 の 概要を紆介す る ととも に
, 現在 の 区画 を不

適 当とす る 者の 意識 を分析 し, こ れに よ っ て鹿家 の 側 か

らみ た 水 田区画 の 意味～こ つ い て考察す るも の で あ る｡ な

お 本報むこお け る水田 の 区画とは , 周辺を道水路 ･ 畦畔 で

囲 まれた 耕区を意味す る こ ととす る｡

2 . 調査の 概要

(l) 調 査の目的

調査 の 目的 は
, 以 下の 点に要約 され る｡

①区画 の 規模や 形状むこ対す る農家 の 意識を 把 握 す る こ

と｡

従 兎 仝国的な規模 で水 田の 区画規模形状に 対す る農

家の 意識調査が 実施された こ とは なく, 農家の 意識を休

系的 に 整理 する こ と自体, 大きな意 味を持 つ ｡

②農家 の 判断 の 根拠 となる要因 をさ ぐる こ と｡

農家に と っ て 区画 の 規模や形状は 農作菜及 び用排水管

表 - 1 今回調査 に お け る デ
ー タ 数

地 域 回数戸顛依査調 収
有 効 回 答 数
(有 効デ ー タ 数)

北 海 道 1 , ∝氾 1 1
,
0 0 0 5 1 9

東 北 2
,
8 70 1 2

,
6 7 0 2 , 1 2 9

関 東 3
,
7 5 0 1 3 , 3 0 7 1

, 8 6 1

北 ` 隆 ､ l l , 5 7 0 】 1
,
5 6 0 1

,
0 12

東 海 1 , 6 6 0 1 ,
2 7 8 9 0 4

近 畿 l l, 5 2 0 1 , 2 9 9 8 1 3

中 国 四 国 】 460 4 4 1 2 8 1

九 州 2 , 3 4 0 1 2
,
2 P 5 1

,
64 7

全 国 l 1 5
,
1 7 0 t 1 3

,
7 6 0 g

,
16 6

♯
農林水産省帝遼改善局次長

I 書
農林水産省府道改善局 整備課

◆● ■太陽コ ンサ ル タ ンツ株 式会社

-

2
-
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理 の 方式をほ じめ, 営農 の 基本方向をも規定す るも の と

考 えられ, 農家 の 判断 の 根拠 となる要 因を明確 にす る こ

とは, 今後 の 農業及 び農政 の 動 向を掩ま えて区画 の あり

方 を再 考す る際の 有用 な材料 となる｡

(2) 調査の対象

昭和40 ,
45

, 5 0 , 5 5 年度 に 新規採 択された都道府県 営

圃場整備事業地 区か ら次の 条件を満 た す地 区を調 査対 象

地区 とした ｡

①社会 ･ 経済的条件がほ ぼ等しい 地域を対象とす る意

味で 経済地帯的区分で は
, 平地農村 の 地区と した ｡

②急傾斜地帯を除くた め
, 主傾斜 1/ 1 00 以下 の 地区 と

した
｡

調査 の 対象とす る農家は , 上記対象地区 の 受益農家 の

うち, 自分 の 経営す る永田 の 区画が整形され た 者 で あ

り, 今後 とも, 農業 の 担 い 手 とな る と思わ れ る専業農家

表- 2 営 農 タ イ

の 意見を十分 に 聞き取 る必要か らi､

益農家 の うちで専業農家 の 約50 % ,

目安 とし て抽 出され, 最終的に は,

約 9 千件 の 有効 デ ー

タ が得 られた ｡

(3) 調査項目

専兼別に ほ 地区の 受

兼業農家 の約10 % を

30 道府県, 飢7 地 区,

( 表
-

1 参照)

調 査票の 主 な設 問項 目は 次の 通 りで あ る
｡

A 農家 の 営農 形態 及び将 来指向

①現在 の 経営面積

⑧専業兼業別

③ 家族 の 労働 力構成

④農業用機械 の 保有台数

⑥農業経営 の 方向

ア 営農 タ イ プ ( 表 - 2 参照)

イ 経営規模志 向

B 整備 区画むこ対す る種 々 の 観点か ら見た 評価

プ の 区 分

営 農 タ ブイ 所得構成 に対す る指 向 l 作付構成むこ対す る指向

農業所得主体 i 水稲作主体 ( 畑作むま消極的)

Ⅰ 畑作を 積極的むこ導入, た だ し, 水稲作主体

Ⅱ 畑作主体

甘 農外所得 主体 t 水稲作主体 ( 畑作 は消極的)

V l 〟 1 畑作 を積極的 に 導入

表- 3 評 価 項 目 の 種 類

評 価 項 目 号記

(1) 経営面横及び 指向か らみ た 評価

① 経営面積か らみ た 評価

②一経営拡大 の 場合 の 評価

⑨ 経営維持 の 場合 の 評価

④ 経営縮/j ヽの 場合 の 評価 ( タ イ プⅣ ･ Ⅴ の み)

`2)

①器芸冨芸軍芸羞芸芸芸芸出入 働 鮎 か らみ た

牒蓋諾芸買蓋崇;芸芸
② 田畑輪換を 考 えた 場合 の 評価 ( タ イ プ Ⅱ ･ Ⅴ の み)

③ 農作業機械で
永稲作及び 水 田 の 畑利用を 行 なう場合の 評価
水稲作 の み を行なう場合 の 評価
水 田 の 畑利用 の みを行 な う場合 の 評価

(多 国場均平作業 を行 なう場合 の 評価

⑤
′

ノ

作業単 位か らみた 評価(蛮習望謂鮎場合

(剖 用排永 の 面 か らみた 評価

① 用水管理 か らみ た 評価(蒙欝翳蒜若鳥の 粉

塵 地表 水排除 か らみ た評価〈蛮習翳蒜慧霜の 雛

⑨ 地 下水排除か らみ た 評価〈蛮習砦蒜若鮎場合

(4) 総 合評価

- 3 - -

A

B

C

D

E

F

G

H

l
↑

J

E

L

O

P

M

N

Q
R

S
T

給 合
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■■(丑圃場区画め整備状 況-

＼ア 区画形状 (長辺長及 び短辺長) ∴

-
■イ

‾
暗棄の 有無

③整備区画に 対す る評価･(適当‾, 大 きす ぎる, カ､ さ

す ぎる) 及 び大 きす ぎる又 ほ小さす ぎる の 場合 どの

程度 の 大 きさ の 区画 が良 い の か

(評価項目 の 種類は 表- 3 の 通 り)

(4) 調査結 果

ア ソ ケ ー ト集計 の 第 一

段階に お い て, す べ 七の デ ー タ

に つ い て それぞれ の 営農 タ イ プ
, 経営 規模 指向に 対 応し

た設 問に答 えて い る か どうか, お互 い甘こ矛盾 した 回答 を

し て い ない か どうか の チ ェ ッ ク を行 ない , 有 効デ ー タ を

抽 出し た ｡ 表- 1 よ り有効回答率 は約60 % で あーっ た ｡

得 られた データ ほ , 多種 多様 な地区の 多種 多様 な 農家

の 単純 な寄 せ集 め で あ るの で
,一調査 農家の 性格 をま ず把

握す る こ とが 必要 で あ る｡ 農家 の 営農条件 と区画 に 対す

る評価 との 相関関係も しく は 因果関係 を追 求す る こ と が

分析 の 目標 となる｡

ア 調査 農家 の 概 要､

因 r l は地域 別に見 た 水田経 営面積別農家数比率 を示

す｡ 北海道は 圧倒的に経 営面積 が大 きく, 都府県 で は
,

東北,

_
北陸で経 営規模が比較 的大きく , 東海 , 中四 国で

経 営面積 の 小さ い 農家が多い
｡

｡

1 4 b

…J
囲 2 【

孟
園 卜

芸｡

団0 ･ 卜

£
国▼0 ･5

1 ｡ ｡
%

北j毎道

東北

開東

北l聖

文海

克汲

中甲
九州

全国

周 一

l 経 営面 積規模 別農家 数比 率 (水 田)

表 - 4 むま営農 タ イ プ別の 実数 及び構成率 を示す ｡ タ イ

プⅠ,
タ イ プⅣを加 える と全体 の82 % を占め, 全銀 的に

ほ
, 永 稲作指向が強く,

畑作 を積 極的紅 とり入れ よ うと

する 者は 少数で あ る
｡ 図- 2 a ～ C は 専兼別の 営農 タ イ

プ分布 に よ り
, 各地域 の 農家 の 経 営指向を見た もの で あ

る
｡ 専業貴家 の 専嚢指向が強 い こ と,

二 種 兼業農家 の 兼

業指向が襲い こ と
,

一

種 兼業農家が両者の 中間的な傾向

を示 す こ とは, 当然の 結果と思わ れ るが , 畑作指向は専

業農家 で 襲く, 兼 業 へ 移 行す るほ どその 傾 向は 小さくな

っ て お り, 特甘こ二 穫兼業 農家 の 稲作 指向は す べ て の 地域

に お い て非常 忙強 い ｡ 但 し北海道乾 お い て は,
二 種兼業

表 † 4 ･ 仝 デ ー タ 忙 おける営農 タ イ プ構成率

営 農 タ イ プ l 実 数 構成率( % )

I 1 3 , 8 10 4 1 . 6

I L 7 8 9 8 . 6

Ⅱ 1 5 3 5 5 . 8

Ⅳ L 3 , 73 9 4q !
8

† 】 293 3 . 2

合 計 t 9
,
16 6 10 0 . 0

農家で 畑作指向が強く, 内地と道 の 傾向を示 して い る○

地域 的むこ見 ると専 業農家 に お い て は , 関東,･‾東海, 中四

国で は 畑作指向が凄く■, 東 北, 北陸で は ,一水稲作 指向が

強い
｡
､ こ の 傾 向は,

一 種兼 業に お い て も見られる d

一団一2 a 専業農家の 掌慶 タ イ プ

兼業指向率

20 4 0

訳
く=〉

⊂⊃
一

くっ

の

葦T…

北海道
0

｡ 北l

._
凸 型巨

-_
全国

◎ 0

九州

0
′o 一利

関東

1d o % 8 0 60

専業才旨向率

(監)
.
専業指向率 : タイプ Ⅰ ･ ⅠⅠ･ Ill の 割合

兼業 ′′

_･
′′ Ⅳ ･ Ⅴ //

水稲作 ‾′′ /′ ■Ⅰ ･ Ⅳ:
畑作 ′′ ′′ ⅠⅠ･ IIト Ⅴ

亡l

転

…_
ほ

⊂b

⊂>

図 十 3
‾
をも 水田経営面穂別 の 経営頗 模指向を示すも の

で ある｡ 造営面稽が大 きい ほ ど, 拡大指向が強く, 府小

指向が 弱く･な っ て お り,
､ 経営双模 の 指 向甘こ ほ; 将来積極

抑 こ営農に主
∴

り組んで い-くた め の経営基盤が韓国卑 ( 例

えば経営面積が大 きい) 者とそうで な い--_
(経営面積が小

さい) 者との 差が腐 著に 現れて い ると い え る｡
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-
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園- 2 tI l 覆兼業農家 の 営農タイ プ

兼兼帯向率

瓜 20■■ 40 60

静
屠
空
空
軍
肯

各
層

蛮
幾
程
貴

-･･･-0 . 5 ‡

.̀

0 . 5 - 1

1 - 2

虫干可

4 -

■
｢

+
｢

.

韻
書
{

悪

書

｡
北帝道

l

紺

ヨ

繁ら閑

二基国里哲_
_

亀
.

萄
.

…
.

ロ

ロ 1

関東 ･

8 0 6 0 4 0

専業拾向率

図- 2 ¢
-2‾凝兼 業農琴の 営農 タ イ プ

ー兼業指向率一

6 0 8 0 1 00
%

北 海道

硬
害
一

志

○
¢

全回昂四

△.

_関東

40 ね d･

一 ■ - ■ ■■ ■■ ■ -

専業指向率

図
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イ 区画訂ち対す る意向

表 丁
_
5
.
ほ 整備区画面嶺 別の 給 合評価の 実 数及び構成率

を示 したもの で あ る｡ 全 体で は胸9 0 % の 農家が整備区画

面積甘こ 対 して 適当 と評価 して お
.
り,. 大 きす ぎる; 又ほ か

さす ぎる と評価す
_
る者ほ 約 旭% むこすぎ太 い｡ 整備区画面

積別Fこ見 ると, 適当と評価す る者甲比率は
, 娼0 ～ 9 3 % と

整備 区画面積 紅 か か わ らず大部 分を 占め て い るが, 大き

すぎ る又は小 さす ぎる七評価する者の 比率は , 整備 区画

面積ヤこよ っ て 異なり, 整備 面積 が30_
a を越え る区画甘こ つ

い て は 大きす ぎ ると答 え る割合 が大きく; 30 a 未満の 区

画 に つ い て は 小 さすぎ ると答え る割 合が 多く な っ て い

る｡ ま た , 3 0 a 区画が適当と評価す る比率が革も高い こ

とを見 る と , 圃場整備事業の3 0 a 標準 区画方 式は現 時点

で 農家の 間†こ十分浸透 し, 高 い 評価を 得て い る とい えよ

う｡

一表 ｢ 5
_

､整備区画面積別絶合評価

整備区画面積( a ) 適 当 l 大 きす ぎる 小 さすぎ る

実 数
50 ～

3 76 I 5 3

)■%(率成構 8 6 . 8 t 1 2 . 2 0 . 9

数実
4 0 ～ 5 0

3 0 ′ - 4 0

6 47 1 8 0 2 1

)%(率成構 8 6 . 5 1 10 . 7 2 . 8

数実 398 1 2 9 2 5

)%(率成構 88 .-1 6 . 4 i 5 . 5

数実 547 2 3 2 2 L 1 2 3

)%(率成構 92 . 5 5 . 4 】 2 . 1

30

実 数
20 ～ 3 0

7 9 2 ノト 5 4 L 9 6

革成率( % )l ･84 . 1ノt 5 . 7 1 10 . 2

一
案

′_
数 卜 4 76- -1 3 0

～ 2 0

90

構成率( % )l 79 . 9- - 5 . 0 15 . 1

実 数 l ‾816 1 -i 5 6 8

計合

359

)%(率成構 89 . 8 1 6 .′3 1 4 . 0

3 . 農家意識の 分析

∴農 家が整嵐区座むち対 して評価 を下す易合, †そ′り判断基

準は 個 々 の 農 卸 こお い■七異な っ 七い る
｡

ま た, 整備 区画

に 対 し て適 当で ある と評価す ろ者の 比 率 は
, 同郡 で述 べ

た ように80
～ 9 0 % Iこも達す る

｡ 整備区画 忙 対 し て適 当と

評価す る老 の 比率は , 木きす ぎる‾, 小さすぎろ と評価す

る 者 の 比率 と比較し て圧倒的に 大 きい た め
,

,
適 当‾と評価

す る場合 の 営農条件忙 よ る威著 な傾 向の 把握 が困難 で あ

る｡ 従 っ て
, 以下 の 分析 払 お い てき羊, 適当 と

_
評価 した者

を除外 し, 各評価黎別事おゝ､ て大きす ぎ-ろ又ほ小 さす ぎ

- ら一
一 水と土 第61 号 19 8 5



る と評価 した者を抽出 して 行う こ とと した
｡

次官こ
, どの ような タ イ プの 農家が どの よ うな区画を提

案 して い るか と い う傾向を把握す るた め の 指標と して ,

｢ 影響度+ なる もの を考えた ｡ 影響度 とは 2 種類 (原 理

的匠 ほ 3 檻類以上で も良い
｡
) の 要因閤の ク ロ ス 表 の 各 セ

ル 匠 お い て
, 観 測度 数 の 期待度 数Fこ対す る比と して 定轟

で きるも の で あ る｡ 要因A 水準i の 度数 f乞｡
, 確率 p 叫

要因 B 永準j の 度 数 f o ム‾確率 p o J, 要因A 水準i か つ 要

因 B 水準i の 度数 f 的 確率 p 仏 期待度数 e り と し
, 全

水準 の 度数合計を f o o とす ると, 影響度 E 七= ま次の よ う

に 定義され る

f豆ブ影響度 恥 = 告× 1 00 =

椰
× 10 0

_ p 毛メ
× 1 00

p 乞0 × p oメ

(1) 全 体的傾向

各評価項目及び 冶合評価むこお い て , 大きすぎ る, 小 さ

す ぎると評価 した 者の 要望す る区画 ( 以下提案区画と呼

ぶ
｡) の 面積を

,
3 0 a 未満 小区画指向

30 ～ 4 0 a 中区画指向

40 a 以上 大 区画 指向

の よ う に 分類 し, 提案区画の 傾向を調 べ て み た ｡

図一4 ほ , 各 項目別評価及び総合 評価 の 全体 的傾向を

示 した もの で あ る｡ ( 図中の 符号は 表一3 と対 照された

い
｡
) 一 般に 以下の こ とが言え る｡

園
一 4 項目別評価

鹿

こ盲

●
●

E ‾′ 叫
､
口

i‾■‾‾‾】‾‾‾‾

2 0 4 0 60 る0

中区画揖向(% )

①経 営親模の 指向別 に 見 る と
, 拡大療向の 者 は大 区画

指向が強く
, 維 持指向, 縮小指向‾の 者ほ 小区画 指向が強

い
｡

② 水桶 作 智 行 う 場 合 の 評 価 と水 田 の 畑利用を行 う馨倉

の 評価 を比饗すると, 後 者に お い て小 区画 指向が強 い
｡

また
, 総合評価は どち ら かと い うと前者に 近 い 傾向を示

して い る｡

⑨ 農作業の 面か ら見た 評価と用排水 の 面か ら見た 評価

を比 戟す ると, 前者で 大区画指向が強く, 後者で 小区画

指向が強 い ｡ 現時点で は 農作業 の 面か らは 大区画化匠 対

応で きる条件が整 っ て い_ると言え るが, 用排水の 面が制

限条件 の 1‾っ とな っ て い る こ とが判 る｡

(2) 地域的傾向

図 5 ～ 7 は 投合評価 と水稲作, 畑作を 行う‾場合 の 作業

単位か ら見た 評価 に つ い て地域的傾向を見た も の で あ

る｡ 北海道, 北陸で ほ 大区画指向が強く, 関東, 東海,

図- 5 絵合評価

穏

金

歳

中国四国

全国

ヽ
ヽ

20 4 0 6 0 8 0 100

中区直射旨向(% )

園 - 6 水稲作 を行 なう場合 の 作業車位か らみ た 評価

奄

北陸
● 駕

歳

＼

鹿

､

､

＼
● 金

丸州て
＼/

′

'

暫
′

′

′

ZO 4 0

- 6 -

中区国手旨向( %)
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国･- 7 水 田の 畑利用を行なう場合 の 作業単位 か ら

み た評価

転
海

b 専兼別影響度

朋兼専

兼l兼2 専

- 20 a 1 1 6 0

総

合

評

価

提

案

区

画

面

積

2 0 - 30 1 1 1 1

3 0 a

3 0 - 4 0

4 0 - 5 0

5 0 a - 1 5 5

C 経営 規模指 向別影 響度

中国四国

40 1SO 80

中区画滑向( %〉

中四 国で は小 区画指向が強 い ｡ こ れ ほ, 永穏作 指向が 強

い か 畑作 指向が強い か とい う こ との 他 紅, 地形条件, 排

水条件, 経 営規模の 条件等 が圃与 して い るも の と思わ れ

る｡ ( 経営沸模Fこ つ い て は 図 一 1 参照｡ 北海道 , 北陸で

経 営渾模は大 きく, 東海, 中四 国で 小さい
｡ ま た , 水稲

作指向, 畑作指向の 傾向は 図- 2 参照)

(3) 農家区分別傾向

表一6 は, 水田経 営面積, 専兼 別, 経営規模指向, 営

農 タ イ プに よ る 区分に 対する , 総 合評価 に お ける提案区

画面積の 彪響度 を示 した もの で あ る
｡ 表 の 見 方 と し て

は , 影響度 が 1 00 よ り大き い 場合は ｢ 傲 向が 強 い+ ,
1 00

よ り小さ い 場合は ｢ 傾向が弱い+ と考え る｡ それぞれ農

家区分別に 麒著な傾 向がみ られ, 表- 6 をもとに 表- 7

の ような区分が 可能で あ る｡

表- 6 農家区分別影響度

a 水田経営面穂別影響度

水 田 経 営 面 積

-0 . 5 1岨; 0 . 5 - 1 1- 1 . 5 1 . 5- 4 4 b -

- 2 0 a 1 2 4 8 1 5 0 6 0 32

総

合

評

価

提

案

区

画

面

積

20 - 3 0 , 12 5 121 1 0 0 8 1 5 3

3 0 a 1 6 9 29 12 2 1 2 5 4 3

3 0 - 4 0 【 0 11 3 1 18 1 6 0

4 0
-

5 0 】 0 1 1 8 1 35 2 3 9

10 2

経 営規模指向

維 持

13 1 1 3

総

合

評

価

提

案

区

画

面

積

20 - 3 0 1 1 2 7 1 1 1

3 0 ) 1 15 8 8

7 0

1 30

3 0 - 4 0 9 0

4 0 - 5 0 8 6

13 5

14 5

5 0
- 1 2 5

d 営農 タ イ プ別影響度

75 17 3

ブイ
L

グ農営

Ⅴ Ⅳ
一

Ⅷ

皿 I
一

皿

総

合

評

価

提

案

区

画

面

積

20 - 3 0 l
(

X
Ul 99 021 601 07

3 0 501糾 58 99 711

3 0 - 4 0

4 0 - 5 0 1 0

表- 7 農家区分別区画規模指向

小区画 指向l 中区画指向l 大区画指向

水 田経営面横 1 b a 未満 l l ～ 1 . 5 b a 1 . 5 b a 以上

2 種兼業 l l 種兼業 専 業

Ⅱ, 臥 V l 丑

経営規模指 向
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(4) 農 家提案区画形状

表 - 8 ほ , 総合評価 で大 きす ぎるi 又 は小 さす ぎる と

評価 し た老 の 掟尭区画 形状 の 度数 の 大きい もの を抜 き出

し たも の で あも､ ｡ 大 区画 で は短辺 の 長い 区画, 小 区画 で

は 長辺の 短い 区画を凍 案す
_
る傾 向が強い こ とがわ か る

｡

表 ｢ 8 優勢 な農家提 案区画 形状

長辺長( 血) 短辺 長( m )
‾
l 実 数 比 率( % )

10 0 3 0 1 1 2 8 i3 . 8

10 0 5 0 ′ - 5 9 】 1､0 7 1 1 - 6

6 0 ～ 7 9 3 0 j l
.
0 2 1 1 . 0

60 ′ } 7 9 4 0 ′ ) 4 9 1 74 8 . 0

4 0 ↑
一5 9 3 0 1 7 4 8 . 0

合 計 1 92 6 10 0 . 0

4 . 老 垂

ほ 境整備事業を実施 した 水田の
‾
区画形状むと対す る農家

の 評価は , 大部分 ｢ 適当で ある+ とい う評 価 で あ り,

｢ 大きす ぎる+ 又は ｢ 小 さす ぎる+ と整備区画 に 対 して

不満を表明 して い る農家ほ 全体 の 1 部程度で あ る
_

｡ 区画

形状に 対す る強 い 不滞は 無 い と言 っ て よしJ
｡

しか し, 農

政‾レ べ ′レ に お い て 区画形状 に 対 し て強い 要請があ る とす

れば, 少数意見を ど の よ う匠 ふ く らませ て い くか とい う

観点か ら∴将来の 区画 へ の ア プ ロ ー チ が可能で あ ろう｡

本調査 を実施 しキ意味 とい う のを羊, 今後 の 水 田農業 の 展

開方 向を検討す る
一

つ の 方策 とし て , 水 田の 区画 なるも

の 紅着目 した こ とに ある｡‾て れま で農業 の 大 きな変化は

外部か らの 要請紅 よ りも た らきれ, 農業 内部 か ら〉の 欲求

が強く表面 に現れ た ことは 少なか っ た よ う′に 思われ る
｡

とは い っ ても, 農家 自身 に よ る外部 の 情勢 に 対応 し た創

意工 夫は な さ_れてきた は ずで をり, 農 政 レ ベ ル に･お.
い

て
, 農家 の 創意を育成す る努力は 今後ますます 必要 とな

るで あろう｡

議論を水田の 区画形状に も どそう｡ 経営規模が大きく

拡大指向 の 者をま大区画を望む傾向が強く, 経営規模が+ ､

さく府小指向 の 者は 小区画 を望む傾向が強 い ｡ こ の こ と

は , 締小指向 の 者ほ 拡大指 向の者 に 比 べ て少数で ある と

い う事実 ととも甘こさ･
′

辟 小指固の 者 が小 区画 を 望 も う に

も, 3 0 a ? 棟準 区画 で構厚され る現琴の 琴地取扱 で は 小

区画が可能と
.
太らず拡大希望者 へ 主鎗を提供できない こ

とか ら大区画な望む拡 大指 向め者 へ の 農粗景 構をは か る

た め の
一

′
らめ障害とな

∨
考｡ 草た

,
一･･･ 畑作を行なう場合小区

画 指向が強い とい う こ と吐 , 畑作導入は 小規準の もの し

か 考えて い な＼､ 農家が大部分を 占や る とい う■こ一幸_
を 意味

す る｡ 水 田 利用 再 栴 を 澄 め る忠 め軒こは ,･ 畑 作Fこ 対 す る 農

家 意識を高め る何らか め 方策が必 要で あろう｡ 今後 の 水

田区画 の 展望 を考 え
′
る場合 ,_

･
_
現在 大勢 を 占め る適当と評

価 す る者 の 意識 が今 後どの ように 変化す るか を推測す る

こ とが必要 とな ろう｡ しか し今回 の ア ン ケ ー ト解析紅 お

い て は 適当と評価す る要因を解明で きなか っ た こ ともあ

_り, 現時点で は 材料不足セ ある｡ 今後の 轟政の 方向 とし

七な主少数のネ満意見か ら導 き出され る方向をそ の まま延

轟す る形 とす る の
‾
で は なく, 農業甲動向 か ら誘導され る

あ る べ き方向主農家 り意向 とめ改点を求め
, 適 当と評価

す る鹿家, 塊状経持指申の農象を含め, 膚 家 の 意向を修

正 した 方向づ けとす る こ とが必 要で あ ろう｡ 区画形状に

対す る ア プ ロ

.
- チ の 仕方 として

, 農家意識か らのア プ ロ

ー チ と , 農業 及 び農政 の 動 向か らの ア プ ロ ー チ との 二 つ

の 方向が考 えられ るわ けセ あるが
, 蕃稿 でむも 前者 匠 つ

い て整理､して み た ｡

_
後者 に つ い て 峠琴在検討を進め て い

ろ と こ ろ で ある ｡
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国- 3 日申 ダ ム 地質縦断 図

J】l地 区事菜が計画 され た も の で
, 国営事業 の補完的な役

割を担 り て い る｡ 本 事業は 日中 ダム の ほ か
, 用永路2 1 b l

の 建 設を計画 し て い る ｡ 日中 ダム の 工 事ほ , 昭和58 年度

まで に
, ダ ム の 工 事用道路,

ダ ム 仮排永 ト ン ネ ル 工 事を

終えて , 昭和5 8 年10 月 か らダム 本体工 事に 着手 して お り

昭和幼年度 は , 5 月下旬すこ仮〆切工 事むこ入り, 川床部 擬

削, 基礎 処理工 事 に 入 る事と して い る｡ 葉菜ほ 昭和6 1 年

5 月 より開始 し, 昭和66 年3 月 に全 工 事を完了す る予定

で あ る
｡

2 . 日中ダム の 概要

(1) 諸元及び構造

日中ダ ム の 主要諸元及び構造は, 表- 1
, 図 - 1 ～ 3

に 示す｡
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(2) 地 質

ダム サ イ †の 地 質は , 舌第3 紀太 美山層群むこ属 し, 右

岸 は 激灰岩類,
左岸ほ流紋岩類 で

, 底部及び 河床部 ほ 凍

灰著敷 こ流紋岩類 が, 傾斜 角 知 ～ 5 5･
O

N E で 真入 した地

層を示す｡ ( 因
-

3 参照) 右岸発頭よ り上 部は , 新第3

紀層の 砂岩, 泥岩の 互 層がみ られ, 囲痕度 ほ 低い ｡ これ

ら地層を覆う達す い, 段 丘堆 積物は ダム サ イ I 上流部で

厚 くi 5 ～ 10 m 程度で あ り, 下流部はi 河床轟を除 い て

0 . 5 ” 1 . O m とうす い
｡ 断層は , 現在 まで の 調査に よ り,

い ずれも河ノl 将 削ぎ平行 して 5 条が確認又は 推定されて

い る｡ 断層 の親模は, 右岸中腹部に 位置す る F - 4 断層

が最も大 きく, 断層幅2 m 及びそれに 沿 っ た 劣化層が横

坑に よ り2 0 m 程度 の も の が確認されて い る｡ 全体的な地

質 の岩分類は , 中硬質着払 属 して い る
.

｡ 透 水性は 深部に
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表 一 2 ダ ラ ウ ト 標準計画表

目 的 列 数 列 間 隔 孔間隔 1 深 度

主 カ
ー

テ･ ソ 2 列 1 . O m 1 . 5 皿 l 5 L u 到達深 ‾最大 00 血

補助 カ ー デ シ Ⅰ 上下流各 1 列 2 . 0 岳. 5 l l O L u 到達 深 最 大40 m

Ⅰ 1 列 2 . 0 2 .,ノ5 】 ∴補助 カ■- テ ン､Ⅰの 1ノ2 程度･最大2 0 m

ブ ラ ソ ケ
･

ッ′ト コ ア 敷金面 最大7 列 2 . 5 〇
一
つ
小 5 m

コ ン タ ク ト 】 〝 2 列 水平及 び 50
0

方呵 2 . 5 ! 5 m

お い て
, 凝灰岩で は 10‾

5
皿/ s e c

, 流紋岩で 10‾4 血/ s 磨

オ ー ダを示 しi 左 岸河 床部 の F - 2 断 層附近 で は高 い 透

水性を示 し七い る ｡

3 . 堤 体 の 設計

‥) 境体基礎

止水 ト レ ソ≠顛の 握 削面ほ
, 岩級区分で C M 扱者盤 ,

V p ほ 凝灰 岩類 さ2 . 8
～

3 . O b l/ s e c
, 流紋 岩類 で 1 . 3 ～ 1 . 5

血/ s

_
e C を基準とし, 左右両岸の 推 測傾斜角は45

0

以内と

し て設計 し た 9 ア ッ ク ゾ ー ソ の 基礎 ほ C l 一 級岩盤と した
｡

基礎処理 に つ い て は
,

ポ ー リ ン グ調 査に よ り速 水 ゾ ー

ン の 着岩部 の R ･ Q D が30
～ 5 0 % で あり,

ル ジ オ ン 値が

20 L u 以上で あ る こ とか ら, 遮 永 ゾ ー ン 着岩部全 幅に つ

い て基礎 の 速水性 を高 め る た め, 深度 5 . 0 ‡n の ブ ラ ン ケ

ッ ト グ ラ ウ ト (列間隔2 . 5 m 孔間隔3 . O m
. 2 ス テ ー ヂ)

を,一改良目標･.5 L u と して 配置 した
｡

カ ー テ ソ ダ ラ ウチ

ソ グは , ボ ー
′

リ ン グ孔 に よ る透水試験 の 結果 に 基 づ い

て, ざモ ソネ公準又を羊, 早耳u

_
到革深 の い ずれか 深 い 深度

ま で とし て計画 し た｡ その 結果 F
- 2 断層部 の 透 水性 の

高 い 箇所 に つ い て は60 皿 の 深度 とな っ た
｡

工事 の 施行 は

後述す る監査廊内か ら, ダム 盛立 4 年目 ( 基礎 の 変形 の

安定をま っ て)
､

に 施行す る｡ 間隔は 列間隔 1 . O m
, 孔間

隔 1 . 5 m
, 改良目標は 2 L u と した ｡ 補助 カ

ー

テ ン グ ラ

ウ チ ソ グ は , 主中
一

テ ソ グ ラ ウ チ ソ グ の 止水効果 を高 め

るた め と, 効果的な主 カ
ー

テ ソ
.の 施行を期待 して 20 L n

以上 の 基礎 を対象 に 2 列配置 し
, 列間隔ほ2 . O m

, 孔間藤
2 . 5 i n とした

二
｡
∴以 上の 基礎処理棟準断面 は 図- 2

, 表 一

2 に 示す｡

左岸流紋岩覿 河床部並 びむこ右岸凝灰岩類 降 つ い
_
ては,

F
-

2 及び F T 4 断層 を境界キし て 3 分類さ れ る と 考

え, 有限要素法甘こよ り, 築 動 こ鐸なう, 基痍及 び療体の

変 形解析 を行 っ たふ こ 申姑果左痙河床琴に弓儀 債域が,

F
-

4 断 層周辺 は
一
ひず み が想定 され るあで, ヾ ダ ム 基礎 の

速水性 の 改良めた あの 主 カ
ー

テ
.
ソ グ ラ ウ チ ソ グを有 敷 こ

行う こ と, 及び ダ本 の 挙動観測と的確年鑑韓管理を行う

目的で 監査廊を設置す る こ とと した ｡ 監査廊の 断面は 監

査廊内か ら, 主カ T テ ソ グ ラ ケ チ ソ グを施 工する た め ,

囁2 ･ O m
, 商号2 ･ 5 m の ホ ロ 型暗渠構造と した ｡ 監査廊

の 施 工 に 当た っ て,
: トレ シチ掘 削面の 岩盤保護 及び , 岩

盤拘束 に よ る藍査廊本体去 ソ グ
ニ

り - 一 家化時
■め ヒ ビ ワ レ

を防止す る目的でブ‾布 部後
一

次 コ ソ ク ワ ー トを嘩行する

計画 と
.
し鞋

.
｡ 革査 廊の ス ′

く ソ割 は, 6 ･ O m を基本 と して,

F - 2 及び F - 4･断層部 は変形 忙 対す る追 随性 をは か る

た め 3 ･ O m とトたム
‾

監査廊 の■ダム･天端部の 取 付は
, 左岸

部 は ト ン ネ ル由に放り つ 仇 地 山痴削を最 小限匠 と どめ

る撃とゝて, 右岸 勤ま洪永吐邸塵内に通 廊を簸け
_
串｡ ま

た 監査廊内の 排水 と工 事中の 機 械, 資材の 披芹入 口 と し

て, 右岸河 床 如こ ア ク 女ス モ ン ネノレを設けた ｡ 監査廊榛

準断 面は 図 一

3 に 示す｡･

(2) 堤体の 設計

ア) 不透水性材

不透 水性材 払 ダム 附近あ調 査結果か ら∴不透 水性材

と して 利用可能な皇す い がダ ム 域 内をこ散直するも の
.′の ,.

村 村 り レ 守 挙 り ハ ブ つ ぎ , ヨ繹月X コ ス ト 山 及 び , ダ ム】琴水

域の 水位変動箇所匠 存 し;一■完成後 の 環境保持 が懸念され

る こ とか ら全 量 ダ ム 域 内での搾取を断念 し, ダム 下流紛

. ぎ主義藍色変形慮数娃遥 こ 且 胤 娼L . , _. _二k ,一_ … 亡 セ ヱ 奴 段丘墜鑑物之∴ 盛土L 上を溢恵 むねユ丁;▼【1, で混食 L
_,

･･･ 一-
ゝ
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盛立 て る事と した ｡ なお 混合ほ , 貯水池内紅 設けた, ス

ト ッ ク ヤ ー ドで, 2 ケ 所 の 材料を交互に 積立て ,
ス ト ア

ク パ イ ル し , 集束時に お い て 小 口 の全 高さを 一 度 に 削 り

混合積込を行 うこ とと して 計画 した ｡ 不透水性材 の 試験

の 故要 は
, 図 - 4 ･ 5 に 示す｡ 図 中の 土取場 D は , 下流

の 段 丘堆積物 を示す｡

イ) ァ ク ク材

ロ ッ ク 材 は, 計画時 の 地質調査 で, 原石 山A ～ E の 5

ケ 所を候補地 として 選定 し, ダ ム の近距離か ら順次精査

を進め た ｡ 地質ほ い ずれも, ダム サ イ ト の 地質で 述 べ た

様に, 凝灰岩, 終結凝灰岩, 流紋岩が交 り合 っ て お り,
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l

透

水

慈
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k

蒜
/

警

ロ
ッ ク 材 の 基本的 な要件と して の

, 比重, 圧蘇強度, 安

定性か ら検討す る と , 凝灰岩< 流紋若< 溶結凍灰岩 の 順

位で 高品質とな る こ とか ら, 挿 絵凝灰者 の 賦存が最も期

待で きる ダ ム サ イ ト上流 2 . 0 血l の 庶石 山E を採取地と し

て 決定 した
｡

ゾ ー ニ ン グは
, 地 質調査結果を躇えて

, 強

度 的に, 溶結凍灰岩 よ り劣 る, 流紋岩, 凝灰岩類を, 境

休心部に 配置 した 2 毯 の ゾ ー ン 配置と した ｡ ( 図 - 2 参

照) 即 ち ゾ ー ン Ⅰは 帝結凝灰岩 と し ,
ゾ ー ソ Ⅰは , 凝灰

岩, 流紋岩, 及び
,
細粒岩, 境体推測流用岩と して 計画 し

た ｡ ロ ッ ク 材 の調 査結果 の まとめ ほ
, 図

-

6 ～ 8 に 示す｡
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園一7 岩石試験結 果給括図

(比 重一吸水量の 関係)

フ ィ ル タ ー 材は , 現地に 適当な河床 レ キ 等が無 い 事,

諜取 材料で は , 材料 の 調 整 コ ス ト及び
, 安定性 に 問題が

あ る こ とか ら, ダ ム サ イ ト下流20 血 ～ 2 6 血 の 庄川扇状地

の 下 層砂 レ キ を自然 状態の まま 使用す る計画と した ｡ な

あ こ の 材料 は
, す で に他 の ダ ム で使 用されて お り, 効

用 匠 つ い て は充 分証 明 され て い る材料 で あ る｡ 材料の 粒

度 突 き固め 試験結果 は 図
-

9 ･ 10 に示 す｡

(3) 盛 立材料 の設 計数値

以 上の よ うな調査 を基 に盛立材料 の 設計数 値 の 検 討

せ, 表 - 3 軒こ示す よ う匠行 い
, その 結果, 各材料 の 設計

‾数値 を, 表 - 4 に 示す とお りと した｡ 各 ゾ ー

ン の 断面 の

決定に 当た っ ては , 速水 ゾ ー ン 幅ほ
, 最高 × 妬以上 を目

安 とし, 遽永 ゾ
ー ン の 天穂 幅5 . O m

, 側法 1 : 0 . 2 5 の
,

中央速水 ゾ ー

ン タ イ プ とした ｡
ロ ブ クⅠ ゾ ー ン とⅠゾ ー

ン め境 界線 の 決定は
, 比戟的細粒か つ 劣質で ある ロ ッ ク

Ⅰ材 の ポ ケ ッ † を最大限 とす べ く安全 率を試算検証 し決

定 した ｡

堤体標準断面は 図- 2 むこ示す｡
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図一8 岩石試験結果総括図

(圧縮強度 一 安定性 の 関係)
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(段 丘 砂礫 = 水 田) 材 の 粒径加積 曲線

表 - 3 設 計 数 値 検 討 事 項

項目
ゾ ー

ソ
根拠 とす る試験 ‡ 設 計 密 度 l 設 計 含 水 比 l セ ソ 働 強 度

速水
ゾ ワ ン

( 不透 水性材)

混合材試験 芦試料 材料の バ ラ ツ キ が考

え られ るが
, 混合材

試験全 体 ( 3 試料)

の 平均値とす る｡

(諾Eg三悪芸)

安定計 算上 ほ, 脱

水ね り返 しが お き

る時 の 含水比 な採

用す る｡ ( 3 試料

平均値)

なお施 工含水比 ほ,

シ ャ 水磯能 をみ た

す こ と及び施 工性

を考 慮 し, 次の 様

に 規定する ｡

1) W o p t - 2 . 0 ′ ～

W o p t 十 2 . 0
_

2) S r > 8 0 %

p 植≧98

1 . 安 定計算は 完成 直後

も有 効応力表示 の 数 値

を使 う｡

2 . 数値 は
,

三 軸瓦 元

就験時全体の 最低値を

採用す る｡

溶姑凝灰岩類試験

ロ ッ ク Ⅰ

ゾ ー ン

(捨石張)

(透水性材)

紆固め エ ネ ル ギ ー

JI S E C x 2 0 0 %

の 平野値とす る
｡

( 2 試料)

試験材 の レ キ の 含

水比 及び岩 石試験

の 吸水率 の 平均値

とす る｡

( 9 試料)

三 軸 C , D 試 験 1 試 料

(¢42
0

-

4 0
′) よ り¢

= 40
0

とす る｡

( なお 既応庶石山むこお け

ろ波紋 岩質 凝灰者む羊¢
=

4 0
0

2 5
/

～ 4 2
0

40
′
で あり充

分 ¢40
0

ほ確 保で き る
｡)

ロ ッ ク 狂 ゾ

ー ソ

( 半透 水性

材)

凝灰岩類

洪 永吐

流用材

風化岩

の 試験

こ れま で の 凝灰岩数

の 試験試料か ら締固

め エ ネ ル ギ ー JI S E C

X 2 00 % 甲平均 値 と

す る｡ (声試料)

相対 密度80 % 以上 は

除外す る｡

凝灰者薙 の4 ､ 7 紬 m

以上 の 含水比, 岩

石試験 の 吸 水率の

平均 とす る
｡

( 1 5 試料)

凍灰岩類 の 試験値は , ¢3 5
0

～ 3 9
0

で あ る が, 湊灰若

葉は 安定性等岩石と して
,

劣性材で あ り, 他 ダ ム の

取扱例を参考に ¢= 3 5
0

とす る｡

フ ィ ル タ
ー

庄 川河床砂 レ キ材料

の 物理 及び突 固め の

試 験

( 4 試 料)

材料の バ ラ ツ キ設 計

上の 余裕を考慮 し,

JI S E C x l O O % の

平均値とす る｡

( 4 試料)

4 試料 の 平均値か

ら決定す る｡

時 に ,
セ ソ 断強度試験ほ

や
_

つ て い ない が, 突 固め

試験時 の 密度 か ら他 ダム

の 例 をも と甘こ 卓= 3 5
0

と

す る ｡
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表 - 4 設 計 数 値
一

覧 表

数値

ゾ ー ソ 名

速 水
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*

比 重
管
㈲
一

別
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e

一

〇･ 7 ｡

譜

品
㍍

誓馴聖霊l歪豊

鰭

完 成 直 後 牛 後

臼∠!些

2 . 8

__
旦⊂)

__

2 8
0

- 0 0
/

透 水係数

旦上型坦

1 × 10‾5

㈹
一

紬

C

㈹
一

∽762

ロ
ッ ク

Ⅰ ゾ ー

ン
2 . 47 0790791071361250〇.4 4 0

0
- 0 0

/
40

0

- 0 0
/

自然排水

ロ
ッ ク

丑 ゾー シ
332 08 0 . 4 4 1 . 26 571 1 . 92 0 . 9 2 1 0 3 5

0

- 0 0
/

3 5
0

- 0 0
/

> 1 × 10‾き

捨 石 弓長 7.42 4 . 0 0 . 52 1 . 6 3 1 . 7 0 1 . 9 7 0 . 9 7 1 0 4 0
0

- 0 0
/

0 4 0
0

- 0 0
/

フ イ ′レ タ ー 2 . 5 9 3 . 5 0 . 2 5 1 2 . 0 8 2 . 1 5 2 . 2 8 1 . 2 8 1 0 3 5
0

- 0 0
/

1 0 3 5
0

- 0 0
/

1 × 10■3

(注)
*

比 重 …

コ ア ゾ ー ソ 除 い て 表乾比重を示す｡

表 一5 堤 体 観 測 施 設 計 画

観 測 項 目 】 目 的 l 計 画 数 量

漏 水 量 観 測

堤 体 表 面 変 位 計

ク ロ ス ア ー ム 式

層別沈下 計

間 ゲ キ 水 圧 計

土 庄 計

毅内ス ベ リ 変 位 計

岩 盤 変 位一計

鉄 筋 応 力 計

堤体速 水 ゾ ー ソ か らの 漏水量把 握

尭体基礎 及び ア バ ッ ト 部基盤を経 て河 床 ド レ ー ン に

集 ま る漏水量の 把握

堤体 て ん ば及び法 面の 異常変位をチ ェ ッ ク す る｡

尭体速 水 ゾ ー ソ の 圧 密沈下状況 の 把握

〝 内で の ′
くイ ピ ソ グ等 に伴 う異常沈 下

の 発生を チ ェ ッ ク す る
｡

施 工 中の 遮 水 ゾ ー ン 内聞ゲ キ水圧 発生状況 を把握 し,

盛土 安全管 理の 一 助 とす る
｡

速水 ゾ ー ン 著者 部に お け る異常 発生 チ ェ ッ ク

ロ ッ ク Ⅰに お け る間ゲ キ 水圧発生状 況の 確 認

ハ イ ド ロ ー リ ッ ク フ ラ ク チ ャ
一 に対 する 安全 性チ ェ

ッ ク

堤 体ス ベ リ破壊に つ なが る異常発生をチ ェ ッ クす る｡

療体基盤沈下量を把握す る
｡

監査廊内 の 応力状態をチ ェ ヲ ク す る｡

霊芸竿芸;;芸) 3 ケ 所

上流斜 面8 点

て ん ば 6 点

下流斜面 7 点

2 1点

1 基 ( ク ロ ス ア ∵
ム 14 ケ所)

計14 ケ ( 一 面)

計2 ケ 所

計2 基

計4 ケ

査 廊本体 に お ける応 力状態 をチ ェ
ア ク す るた め 最深部 の

監査 廊断面 に 鉄筋応 力計 を 4 ケ 所計画 した
｡

(2) ロ ッ クⅠゾ ー

ン

ロ ッ ク 丑材 は凝灰岩, 流紋岩 を主体 とし た材料 で ある

こ とか ら, 転圧時 の 細粒化等に よ る透 水性 をチ ェ
ッ クす

る必要 がある と考 えて,
ゾ ー ン 中に 間 ゲ キ水圧計 を8 ケ

所設置す る｡

観測施設 の 全体計画ほ 表一5 の とお りで あ る｡

5 . あ とが き

日中 ダム 境体設計 の 概要すこ つ い て述 べ た が, ダ ム に お

け る技術的な諸問題に つ い て は , 高度 の 専門的な知識と

経験が必要で あ る こ とか ら, 昭和52 年細部調 査開埠以来

学識経験者を中心 と した , 日中 ダ ム 検討 委員会 を設 けて

い た だき, 昭和56 年度 か らは, 日本農業土木絵合研究所

むこ委託 して, 北陸農政 局管 内 ダム 技術 検討委 員傘の 中で

適切な指導と助言 をい た だい て今 日 匠 到 っ て い るムー本年

か ら,
い よ い よ本格 的な ダム の 工事むこ入 る こ とと なろが

施 設別の 細部の 設計計画 及び
, 工 事の 実嘩に伴 なう問題

点, 諸デ ー タ に つ い て は 別の 機今に 報 告させ て い た だく

こ と とす る｡
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目谷 ダ ム 取水設備 の 放流減勢 工 の 減勢効果 に つ い て
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1 . は じめ に

広 島中部台地農地開発事業で 造成 され る 610 b a の 農地

の うち
, 江 の 川水系に 属す る3 77 b a に 対 し

, 畑か んを行

うた め の 用水渡とな る目谷 ダ ム の 盛立 と施工 管理 に つ い

ては , ｢ 水 と土+ 第59 号 (昭和59 年12 月号) で御解介 し

た とこ ろ で あるが, 今回 は目谷 ダ ム の 取水設備 の 末端甘こ

設け た放流減勢工軒ニ ス ポ ッ トを当て て述 べ てみ た い
｡

2 . 取 水設備 の 概要

目谷 ダム の 常 時満水 位は E L 3 7 9 . 6 0 m
, 最 低水位がE L

3 5 7 . 2 0 m で あり, こ の 間の 利用水深は22 . 4 m で あ る｡ 貯

留 された水 は
, 畑地か ん がい 用水と して 利用され るの で

表面取永す る こ とと し, 取水孔 は斜樋 形式と した ｡ 常時

取水孔は , 標高3 m 毎に ¢450 の ゲ ー ト 7 門i 又緊急放

流は ¢700 の ゲ ー ト 1 門が設け られ て い る｡ 取水並 び に

放流は 斜樋管すこ接続 して 仮排水路 ト ン ネ ル 内 に ¢7 00 の

導水管が設置 され てお り, こ れに よ り閉塞部を 貫通 し て

ダム 下流 ま で導 かれ る
｡

畑 か ん用水 に つ い て は , 造成標高 が ダム 地点 株高 よ り

も高 位に ある た め, ポ ン プア ッ プが必要 となる が ポ ン プ

の 運転経 費を極 力節約す る た め
, 導永管 とポ ン プの 吸込

管 とを直鼓 す る方 式と した
｡ すなわ ち

,
ダ ム 貯永 位に よ

る ヘ
ア ドがポ ン プに 伝わ るい わゆ る押込み タ イ プと した

わ けで あ る｡ 従 っ て
, ¢7b o の 導永管 の 途 中か ら, 最大取

水量 0 . 2 4 2Ⅰ汐/ s iこ対応す る¢450 の 管が分岐 して い る｡ ボ

ン カよ口 径 250 益 で
, 実揚程が 約 145 m の も の 2 台を設

置す る予定 とな っ て い る｡

畑か ん 用水 とは別 に 下流 に貯留制 限流量以 下 の 水 量

( 以下 ｢貯留制 限流量+ とい う) を放流す る必要が ある

が, 導水管 内に は貯永 位に よ る高水頭 が その ま ま伝 えら

れ て い るた め, こ れを減勢 し つ つ 放流 し なけれ ばならな

い
｡ 放 流量むこ つ い て は , 常時 の 貯留制限流量放 涜と して

0 . 0 1 5Ⅰぜ/ s か ら 0 . 4 2 0Ⅰゴ/ s ま で
, 緊 急放流 とし て は 最

書
中国四国農政局広島中部台地開拓建設事業所

次

4

5
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水理模型実験 ‥ … … … … ‥ ･ … … ･
･ … ‥ ･ ･ … … ‥ ･ ･
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‥
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大 2 . 2 述/ s を放流す る必要が ある た め
, 高 水 頭, 高速

流 の 条件下 でも連続的な流量制御 が可能 で, 閃度 5 % 程

度 の 微少閲度 でも キ ャ ビテ ー シ ョ ン を起 こ さない ジ ェ ッ

トフ ロ
ー

ゲ
ー

トを放流 ゲ ー ト に用 い る こ とと した｡ 又,

緊急放流 と貯留制 限流量放 流(最 低0 . 0 1 5 述/ s) との 流 量

差が大 き い の で , こ れを 1 門で 制御す るの が困難 で あ る

こ とか ら,
ゲ ー トほ 緊急放 流用と し て ¢4 00

, 貯留制限

流量放 流用と して 卯85 をそれぞれ 1 門ず つ 計2 門を設

もナる こ とと した ｡

以 上述べ て きた取 水設 備全体 を示す縦断 図を因 1 iこ示

す｡ と こ ろ で
, 放 流後 の 水を利用す る下流水 田の 一 部は

標高 の 関係か ら, 図 1 の 末端に あ る副 ダム ( 減勢 鎮静池

の堰) の 水位を 利用す るが, 取水 の 安定を図 るた め 鎮静

池内 の 水面形が出来 る限 り穏や か で ある こ と が 望 ま し

い ｡ こ の ような事情か ら目谷 ダ ム の 放流減勢工 とし て ,

①減勢工 の 長 さが 短縮 で きる｡ ②構造物 の 劣化程度 が少

ない
｡

⑨水面波高 が少 なくで き る等 の 特徴 をも つ ｡ リク

ー ソ フ ロ
ー 式減勢 工 を採 用す る こ ととし た ｡ こ の 減勢工

は昭和56 年 に農業土木試験場に お い て 開発 され た新 し い

減勢 工 で
1)

, その 優れ た 水理特性が認 め られながら未だ

施工 実績がなか っ た ｡ こ の た め 採用に 当 っ て は 水理模型

実毒針こ よりその 水理特性等を確認 して 採用す る の が望ま

しい との 同試験場川合部長 の 助言に 従 い
, 水理模型実験

を行 っ た ｡ 昭和60 年3 月放流減勢工 を含め た 取永設備全

体が完成 した の で
, 水理模型実験を 中心甘こ あわせ て現場

で の 放流減勢効果等に つ き報告す る｡

3 . 滅勢工 構造

目谷 ダム 取水設備放流 工 の 構造 を図2 に 示す○ 減勢 工

( リタ
ー ン フ ロ ー 式減勢 工) は 工 事用仮排 水 ト ン ネ ル 出

口 の 開水路を利 用し て設 けて お り, 緊 急放流用減勢工 と

貯 留制限流 量放流 用減勢 工 を隔壁 を設 けて 並設 し たd ワ

タ ー

ン フ ロ ー 式減勢工 ほ , 下 部 こ減勢室 ,
上部 に鎮静 池

を配置 した 2 段 構造とな っ て い る｡ した が っ て ,
ゲ ー ト

よ り流出す る高速 の 噴流は
一 旦減勢卦 こ導びか れ る｡ 高

速 の 噴流は 減勢室内甘こお い て まわ り の 水 と の激 し い 渦渥

一 1 8
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に よ っ て 減勢 し, 減勢室手前 の 開 口 部 を経 て表面 に湧 出

す る｡ さらに
, 湧 出に よ る 水面 の変動 ( 表面波高) も上

部鏡 静池を流下す るむこ従 い , 静穏 化さ れて 減勢 工 終端 に

至 る
1)

｡

表 1 に 減勢工 設計 の た め の 条件諸量を示す｡

減勢工 の 主要な寸法は 次 の ごとくで あ る｡ 緊急放流工

は , 減勢室高さ 耳p
= 2 . 5 m , 減勢室幅 B = 2 ･ 9 m

, 減勢

工 長さ L = 1 0 . O m , 津 出部開 口幅 S = 2 . O m , 鎮静池深

さ Ⅱs
= 1 . 1 m で あ る｡ 貯留制限流量放流工 ほ 施工 性を考

慮 して
, 縦断面形状を緊急放流工 と同形 とし, 減勢室高

さ E
p

= 2 . 5 m
, 減勢室 幅 B = 2 . 0 叫 減勢工 長さ L

=

1 0 . O m , 津 出部開 口幅 S = 2 . O m とした ｡

表 - 1 減勢 工設計 の た め の 条件諸量

減勢工型式l リ タ ー ン フ ロ ー 式減勢 工

緊急放流 工l ¢4 00 叫
,
J F G

放流 ゲ ー ト

維持放流 工l 如50 Ⅷち J F G

ダ ム 水 位】常時清水位 F W L 3 7 9 . 6 0

頭
減勢 工水 位l 引 継 水 位 C W L 3 3 2 . 7 0

静 水 頭
E = 3 7 9 . 6 0 -

3 3 2 . 7 0

= 4 6 . 9 0

グ ー 帽 高I E L 3 2 9 ･ 6 0

緊 急 放 流l 最 大

放 液 量

Q = 2 . 2 4 4 m / s

不特定用水 Q = 0 . 2 4 0 m / s

錐 持 放 流 か ん が い 期 Q = 0 . 朗1 m / s

非か ん が い 期 Q = 0 . 0 1 5 m / s

4 . 水理 模型実験

本章 で は
,

リ ク ー ソ フ ロ
ー 式減勢工 を採用す るむこ 当 っ

て行な っ た 水理模型実験 の 概要を述 べ る｡ 実験は 精度を

あげ るた めに , 辟尺 が4 分 の 1 の 比較的大 きい 模型に よ

表 - 2 相 似 則

模 型

¢100 皿

= 二 = = こ+ 里 ⊥ 竺
緊 急 放 流 工l ¢400 Ⅰ皿

_
丞
___

月
__

放流 ゲ ー ト

( D ｡) 維 持 放 流 工 l ¢ 15 0 皿 ¢37 . 5 皿

水 頭 ( E ) l 4 6 ･ 9 m 1 1 . 7 3 m

緊 急 放 流 l 2 . 2 4 4 Ⅱ戸/ s 7 0 . 1β/ s

放 流 量

( Q )

一 1 9
-

維 持 放 流

不 特 定 用 水

か ん が い 期

非か ん が い 期

0 . 2 4 0 Ⅰぜ/ s

O . 0 4 1 Ⅰガ/ s

O . 0 1 5 述/ s

7 . 5 β/ s

l . 3 β/ s

p . 節β/ s

水と土 第61 号 19 8 5
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図 一 2 放 流 工 構 造 図

G) ①

1 ジェ ットフ ロ ー

トゲ +
ト

2 容量式波高計
3 波高計 アン プ
4 ペ ン レ コ ｢ ダ
5 圧力孔
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ダ
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図- 3 実験装置 の 概略図

っ て 行な っ た ｡ 相似律は フ ル ー ド相似と した｡ 表2 に フ

ル ー

ド相似甘こよ る原型 と模型の 対比 を示す ｡ ポ ソ プ ( 出

力45 宜W
,

口 径 卯50 叫 ,
2 段式 多段 ポ ソ プ) に よ り圧

送 ざれた 永を所 定の 条件 (流 量,

′デ ー ト開度) で減勢 工

① ① _ ④

へ 放流 し, 減勢工 内の 流況, 表面 の 波高, 及び減勢室内

の 圧力分布 を測定 した ｡ 減勢工 内 の 流況は ゲ ー ト直前甘こ

空気 を注入 し て微小気ほ うを発生させ,

‾上 れに よ っ て 流

れを可視化 し 七 日 乱 写真及ホビデ オ観奏した ｡ 表面

｢
-

2 0 二 = 水と土 第61 号 19 8 5



表 - 3 主 要 実 験 値 表

項目

減勢 工

n

O

R u

N

放

Q

流 量

d / s

ゲ ー ト閲度

α %

湧 出部波高

血
1

α n

終 端部波 高

b
壬

C m

奥 壁 圧 力 P m A
q

実 験 値 l ( 計算値)

緊急放流工

2 . 2 4 4 0
(

Ul 4 2 . O 1 1 3 . 6 1 1 . 15 ±0 . 4 6 1 1 . 4 2

2 . 5 0 001 5 3 . 2 1 6 . 0 1 . 4 8 ±0 .

■60 1 . 7 6

2 . 0 0 00l 3 9 . 6 9 . 2 0 . 9 4 ±0 . 4 9 1 . 1 3

4 1 0 . 2 4 0 06 3 . 8 1 . 0 0 . 2 0 ±0 . 1 2 0 ` 2 7

0 . 2 4 0 05 4 . 6 1 . 4 0 . 3 2 :土0 . 1 1 0 . 3 3

維持放流工 0 .′2 4 0 07 3 . 4 1 . 0 0 . 2 1 ±0 . 1 1 0 . 2 2

0 . 0 4 1 61 0 . 4 0 . 2 0 . 0 2 =ヒ0 . 0 2 0 . 0 5

0 . 0 1 5 8 1 0 . 2 0 ±0 . け1 0 . 02

波高は 演 出部 中央及 び減勢工 終端部 に 容量式波高計 を革
直し,

ペ ソ レ コ
ー ダに 記録 し 3 分間 の 琴蕃那朝馴羊お け る

最大波高 を求め た
｡ 減勢室 内の 圧 力は, 減勢室床版, 奥

壁 及び 天井壁甘こ合 計19 点 の 圧力孔 ( 卯 . 0 皿) を設 仇 一圧

力変換器 を介 し て ペ ソ レ コ ー ダに 記録 した ｡ 実験装 置の

概略 を図3 に 示す｡

; 主要 な実験値 を表 3 むこ示す｡ 緊急放流エーこお い て は ,

対 象流 量 Q = 2 . 2去血戸/ s と その 前 後の 涜 量Q = 2 . 5 0Ⅰ封 s

お よ び2 ･ 0 0述/ s に つ い て も調 査 した｡ 貯留 制限流 量放流

羊㌢こお い て は 不特 定用水 Q = 0 ･ 2 4Ⅰぜ/ s を ダÅ 水 位が常

時満 水位 F W L 3 7 9 . 6 m で 放流す る ゲ ー ト閃度 α = 6 0 %

と, そ の 前後 の ゲ ー

ト 開度 α = 5 0 % 及び7 0 % -も 調 査 し

た｡ さ らに , か ん が い 期放流量 Q = 0 . 朗 1 】ぜ/ s
, 非か ん

がい 期放流量Q = 0 . 0 1 5Ⅰぜ/ s に つ い て も調 査 した ｡

二 4 - 1 滅 勢工 内流況

_ 図 4 は緊急放流工 の 放流量 Q = 2 . 2 4 4 Ⅰゴ/ s
,

ゲ ー ト閲

度 α = 1 0 0 % 甘こお け る流況で あ る｡
ゲ ー トか ら水平甘こ流

出 した 高速噴洗は 有進 し て減勢室すこは い り, 周 りの 水 と

激しく渦混合 し な が ら減速 ･ 減勢 し, 威勢室奥壁近傍手

=前 で流 向を上 向に 変 える､も さ,らに ロ タ ー

ン し て減勢室天

井壁 に 沿 っ た 帰還流 と な っ 七減勢室 よ り出てく る ｡ 減勢
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国- 4 流況図 ( 緊急放流工)

5 In

4

室 内は こ の 帰還流 と噴流 の 渦混合 が極 め て激 しく非定常

で, 噴流 の 埼芯
.
は絶 えず上下, 左 右に変動 し て い る｡ 減

勢室 を出た後 閑ロ
‾
部 を経 て 上部の 鎮 静地表面むこ湧 出 し,

鎮 静池を流下 して 滅勢工 終端に至 っ で い る-｡ 図の 上 部

卑こ
, 鎮静 汲水面 の 水 位 (床版 か らの 高 さ) 及 び潰 出部 と

終 端部 の 表面波高 が示 され て い る｡ 湧 出部かこ お ける波高

b
l

= 4 2 . 0 皿 ( ±2 1 00 ) が終端 部 で
■
ほ h 2

= 1 3 . 6 00 ( 士 7

00 ) と約3 分 の 1 に 減少 し; 上部鎮静 泡の 効果が認め ら

れ る
｡

写 真 1 - ( a)
,

( b) , ( C)は 図 4 と同条件に おけ る流況写真

で あ る
｡ 減勢工 下側 か らス リ ッ ト 光を照 らし て 撮 影 ト

た ｡ 流れは 微小気ほ う に よ っ て可視化 され て い る｡ 写真

1 - ( a) は全休流況, 写真 1･ 一 ( b)は グ ー †か ら流出直後 の

流況, 写 真 1 - ( C)は 減勢室内 の 流況 で あ るこ 鮮明度 がや

や劣 る が, 図2 の 流況図 で述 べ た ご とく, 減勢室 内で の

激 し い 渦混合 の 様子が見 られ る｡

放流量 Q = 2 . 5 0Ⅰぜ/ s 及び 2 . 0 0Ⅰば/ s に おけ る流況 はQ

= 2 . 2 44 Ⅰぜ/ s の 場合 と類似 で あ っ 串が
, 表 3 に も示 され

て い る ごとく, 表面むこ お け る波高 が流 量Q = こ2 . 0 0Ⅰぜ/ s で

b l
= 3 9 . 6 皿

,
‾Q = 2∴2 4 4Ⅰぜ/ s でb l

= 4 2 ,- q 皿
, Q = 2 .ノ50 述/

s で b l
= 5 3 . 2 皿 と流 量が増大す る に 従 い 大 きく なる の が

認め られた｡

図5 ほ貯留制限流量放流工 に おけ る放流量Q = 0 . 2 血タ

/ s
, ゲ

ー

ト開度 α = 6 0 % の 涜況で ある
｡ 噴流は ゲー トか

ら下向角をも っ て流 出し,
ゲ ー

.
ト か ら約2 ･ 5 m 離れ た床

版 面に 着床 し, その 後床版面 に 沿 っ て減勢室 内 へ 進 ん で

い る
｡ 減勢室 奥壁 近傍 手前 で流 向を上 向に 変 え, 帰 還流

とな っ て 減勢 室よ り出て く る｡ 減勢室内で の 噴流 と帰還

流の 渦混合は 激 し い が, 緊急放流工 の Q = 2 ･ 2 4 4Ⅰガ/ s の

場合 ( 図 4 ) と比較す る と
, 噴流が 安定 し, 上下, 左右

ぺ の 変動が 少 なか っ た
｡ 湧 出部 の 波高は b ユ

= 3 ･ 8 皿 ( ±

1 . 9 血) で
, 減勢工 終端部で は b 2

= 1 ･ 0 皿 ( ±0 ･ 5 皿) と

- - 2 1
- - 水と土 第61 号 19 85
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図
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5 流況図 (河川薙持放流工)
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( a)
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( c)

写真 一 2 流況写 真 ( 堆韓激 漁工)

極め て 穏やか な永面形が 得 られ て い る｡ また こ の 条件 に

お け る涜況写真を写 真2
一

(よ) , (b) , ( C)むこ示す｡ 噴流が下

向角をも っ て 洗出 し て い る状況や , そ の 後床版画字こ沿 っ

て 減勢窒 へ 進 んで い る状況が 見 られ る｡ さらに
, 極め て

穏やや
､ な水面形が得 られて い る こ とがわ か る ○

放流量が Q =
=0 . 2 血ぎ/岳 で ダ ー †圃度 ･ α 三 5 0 % 及び

7 0 % の 場合も 同様な流況で あ っ た 絶 境流が減蓼工 床版

へ 着床す る位置が ゲ ー ト純度が小 さくな るむこ つ れて ゲ ー

ト側 へ 近ずく こ とが認め られ た｡ ( α ニ 5 0 % で 約 2 . O m
,

α = 7 0 % で 約 2 . 7 m ) また ,
ゲ⊥ I 開度が小さくな る と

ー

2 2
-

水 と土 第飢号 198 5
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濁 - 7 流況図 ( 河川維持放流工)

表面 の 扱高が大 きく なる傾 向が認 め られ た｡

され て い る ご とく,
α = 5 0 % で b l

= 4 . 6 α1
,

血1
= 3 . 4 皿)

放流量が Q = 0 . 0 4 1Ⅰぜ/ s
, Q = 0 . 0 1 5 ガ/ s

6 , 図7 に 示す ｡
ゲ ー ト閲度 が小 さい の で,

5 m

4

3

( 表3 忙示

α = 7 0 % で

の 流況 を図

噴流は ゲ ー

トか ら 1 . 0 ～ 1 . 3 m の 床版面に 着床 して い る｡ ま た 噴流

厚 も薄 い の で 噴流の 減勢 も早く減勢室 内の 6 . 0 ～ 7 . O m の

位置で は ほ とん ど消滅 して しま い
, 減勢室内は 極め て 穏

やか で あ っ た ｡ 表面は鏡 面 の ごとくなめ らか な水面形を

呈 した ｡

4 - 2 滅勢効果

放流水理量 と減勢工 演模及び 減勢効果 の 関係を図 8 甘こ

示 す｡ 減勢 工 表面 の 最 大波高血1 ( 湧出都政高) を ゲ ー ト

の 開口 高 さ a で除 し て減勢 の 程度 を表わ す指榛 とす る｡

( b l/ a
, 図の 縦軸) 流 出噴流 の 強さ と減勢工 の 大 きさ匠

つ い て は, 前者は 噴流厚 aj と噴流速度 Vj か ら噴流 フ

′レ ー ド数を求め, こ の フ ル ー

ド数 に対す る仮想的 な共役

水深 Ⅱ2
= a j ( ノ‾ 柿 了- 1) / 2 を噴流の 強 さを

表わ す量と し, また 後者甘こ つ い て は, 減勢室横断 面 の 短

辺長 ; 減勢室幅 ( B ) も しくは 減勢董高さ ( F p) ; を減

勢工 の 大 きさを表わ す量 として , 両者 の 比をと っ て 放流

水理量 匠対す る減勢二 親模 の 指標 βとす る｡ (β= H p ( O r

B ) / E
2 , 図の 横軸) ｡ した が っ て βの 値が大 きく なる と,

噴流 の 強さに対 し て 相対 的に 滅勢工 が大 きく なる｡ 国中

1 , 8
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国- 8 減 勢 効 果

の 黒塗記号は 緊急放流工, 白抜記号は 貯留制限流量放流

工 の 実験値で あ る｡ また, 曲線は 農業土木試験 掛 こお け

る実験値
1) を平均化 して 示 した も の で あ る｡

なお , 減勢工 主要寸法は 図8 の 曲線軍使用 し て決め た

も の で あ り, 緊急放流工 に つ い て は 放流量Q = 2 . 2 4 4 述/

S に 対 し て ゲ ー ト口径程度 の 表面波高 が b l
= 4 0 皿

, 貯留

制限流量放流工 に つ い ては 分水を考慮 し て, 放流量Q =

0 . 2 4Ⅰぜ/ s
,

こ の ときの ゲ ー ト閃度 α = 6 0 % に 対 し て表面

波高 が b l
= 5 皿 程度 となる減勢工 規模 とし て設計 した ｡

実験値ほ 前掲表 3 に 示 されて い る ご とく, 緊急放流 工 の

放流 量 Q = 2 . 2 4 4 ぱ/ s に対 して 表面波高 b l
= 4 2 c m ( R u n

l) , 貯留 制限流 量放流 工 の 放流 量 Q = 0 . 2 4 ガ/ s に対 し

て 表面波高 b l
= 3 . 8 皿 ( R u n 4) と比較 的よく 一 致 した ｡

4 - 3 減 勢工 内圧 力

減勢室 内の 圧 力分布 を図 9
, 図10軒こ示 す｡ 示 された 圧

力ほ 測定圧力か ら圧力孔 の 水深 ( か ぶ り水深) を差 し引

い た 値で
, 噴流 に よ っ て 付加 された 圧力で あ る｡

図9 は 緊急放流工 に お い て ゲ ー ト 閲度 α = 1 0 0 % で 放

流 した 場合 の 圧力分布 で ある
｡

ゲ ー トか ら減勢室入 口 ま

で の 床版面に お い て ほ 噴流に よ っ て 付加され る圧力上鼻

は 小さく, 床版面むこは は ぼか ぶ り水深程度 の 圧力が作用

し て い る こ とがわ か る
｡ 減勢室 内むこ お い て は奥 匠進む に

従 っ て増大 し
, 奥壁 に お い て最大値 と な っ て い る ｡ 放流

量 Q = 2 . 2 4 4Ⅰゴ/ s に お い て最大 圧 力 は P = 1 . 2 m A q

(0 . 1 2 晦/ 皿 2) 程度 で あ っ た｡ また
, 天井壁 に おけ る圧

力ほ減勢室奥行方 向の 各位置で
, 床版面圧 力とほ ぼ等 し

い 圧 力とな っ て い る こ とが認め られ る
｡

図10 ほ 貯留制限流 量放流工 に お け る圧力分布で あ る｡

ゲ ー ト閲度 α = 6 0 % で 放流量 Q = 0 . 2 4Ⅰぜ/ s を放流 した

場合 の 圧力分布ほ 以下 の ご とくで あ る
｡ ( ○印) 前節減

勢工 内流況 に お い て 述 べ た ごとく, 噴流は 下向角をも っ

て 流 出す る｡
こ の 噴流が韓版面に 着床す る圧力孔番号 6

(2 . 5 m ) 近傍に , 噴流 の 動圧を受けて 圧力が上昇 し, 圧

力分布 に ピ ー ク を 呈し て い る
｡

そ の 後噴流が 床版面 に 沿

- 2 3 - 水と土 第61 号 19 8 5
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図一9 減勢 工 内圧 力分布 (緊急放流工)
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噴流 の 下 向角が大 きく なり圧 力

噴 流に よ る圧力上昇 は 小さい ｡ さらに 減勢董 の 奥 へ 進 む 孔番号 3 ( 1 . 2 皿) 近傍で 噴流の動圧 を受けて圧 力分布むこ

と, 圧力は漸 増 して 減勢室 奥壁 で 再び圧 力分布 に ピ ー ク ピ ー ク を 生 じて い る｡ 減勢 室内で の 圧 力上昇 は極 め て小

を生 じて い る｡ ゲ ー ト 開度 が小さい α = 1 6 % , Q = 0 . 0 4 1 さ い ｡
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ま た , 噴流が着床する位置匠､潜紆 る圧力上昇ほ , ゲ ー

ト開度 α = 6 0 % , 放流 量Q = 0 . 2 由ぜ/ s の と きP 〒
.
8 . 1 5 m

A
耳,

ゲ ー ト 閑度 α = 1 6 % , 放流量 Q = 0 ･ 0 41 述/ 8 で P =

0 . 18 m A
q と小 さく, 噴涜 の 着床に よ る 床版 へ の 影響旺

ほ とん どない も の と考え られ る｡

減勢室奥壁 に作 用す る噴流に よ る圧力上昇 ほ , 運動量

式 に よ り近似 的に 求め られる
｡ 噴流 が単 位時間 に減勢室

甘と持 ち込む流入運動量は 近似的に M i n = P x Q x v j で

あ る｡ 減勢 重か ら流 出す 別希濠流が噴流 の 運動量 を保持

して 流出す るもの とすれば, 流出 運動量は M 血t 主 一 M

i n で あ る｡
こ の 運動 量の 変化 紅 よ っ て 減勢壷 は F = ( 班

i n
- M o u t) の 推力を受け る｡ こ ゐ推力が減勢壷奥壁 の 圧

力上昇 とな っ て い ると考 えられ る の で , 滅勢室奥壁 の 圧

力は 推力を奥壁 の 面積で 険 して P = F / A w
= 2 × β × Q

X ▼j/( Ⅱ
p x B ) とな る｡ 上武に よ る減勢室奥壁 圧力 の計

算値 と実験値 の 比戟を前掲表3 の 右例に 示す｡ 計算値は

実験値むこ 比較 して 若干大 きい 値 とな る傾向が 認め られ る

が, 比戟的 よく 一

致 し て い る｡

写真- 3 二 連ボ ブ ク ス 部鉄筋担立 の 様子

写真一4 二 適 ボ ッ ク ス 奇 とゲ ー ト室下車 (正 面)

写真
- 5 放 流減勢 工 ( グ ラ ビア 参照)

写真 - 6 ジ ェ ッ トフ ロ ー ゲ ー

ト く¢4 00) 全閉時

写真- ア ジ ェ ふt フ ロ ー ゲ ー ト ( 卵 5) 全閉時

写真 一

8 減勢室 よ りジ ェ ッ トフ ロ ー ゲ ー ト (¢40 0)

を望 む

写真一9 減勢室 よ りジ ェ ッ トフ ロ
ー ゲ ー ト (¢18 5)

を望む

-
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5 . 現場に お け る放流試験

昭和60 年3 月 に 取水設備放流工 が完成 した ｡ 緊急放流

エ の 放流試験 を行 ない
, 合わ せ て 滅勢 効果の 確 認調 査を

し た ｡ 衷 4 及び 図1 1 に . 剖定態果を示 す｡ 扱高 ほ 湧 出部 の

側壁甘こ鋼尺を立て て 目視甘こ よ っ て 測定 した
｡

ダム 水位が

E L 3 62 . 6 m で常 時満水位 F W L 37 9 . 6 よ り低く, 緊急放

流 ゲ ー トを全 開 α = 1 0 0 % した 場合 の 放流量は Q = 1 . 9 1

ぜ/ s で あ っ た ｡
こ の 時 の 湧出部の 波高は 表4 に 示 さ れ

て い る ごとく b l ≡4 0 皿 で あ っ た ｡ 前章 の 水理模型実験

に お け る Q = 2 . 0 0 ガ/ s の 実験値 b
l

= 3 9 . 6 c m と良く対

応 した ｡

図11 は図 8 の 整理法 に よ っ て現 場試験 で の 減勢 効果 を

表わ した も の で ある｡ 図申の 黒塗記号をま水理模型実験 に

お け る値 で ある｡

一 表 一 4 実機放流試験時 の 測定波高

窟i
水
監F警 愁/票

ゲ
ー

ト開度
α %

湧 出部波高
b l 皿

E L 3 6 2 . 6 1 0 . 3 0 1 9

0 . 4 6 2 7

0 . 6 0 3 3

0 . 8 0 41 12

1 . 0 0 4 8 1 4

1 . 2 0 5 7 16 . 5

1 . 4 0 6 4

1 . 6 0 7 4

2 5

3 0

1 . 9 1 1 0 0 4 0

2 . 0

1 . 8

l . 6

1 . 4

1 . 2

く
1 ･ 0

ぷ
0 . 8

0 . 6

0 . 4

0 .2

0

ー

農土試実験値
● 緊急放流工 ･

模型
0 緊急放流工 ･ 実機

● O Cb

0 0
.
2 0 .4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 ■1 . 2 1 . 4 1 .6

β = 富

国- 1】 減勢効果 (実機放流試験)

現 場 に お ける 実験は , 貯水池の 水位が計画清水位まで

達 し て い なか っ た こ と, 下流河川 の 水位上昇 の 関 係 か

ら水理模型実験 に 対応す る範囲で の 実験 ほ で きなか っ た

が, こ の 結果よ りほ ぼ計画通りの 減勢 効果が得 らた もの

と考えられ る｡

6 . お あ りに

日本 で最初 の リタ ー

ン フ ロ ー 式減勢工 が完成 し
, 十分

そ の 機能 を発揮 し て い るわ けで ある が
, 本方式 の 採用甘こ

当り適切 な助言 をい た だい た農業土木試験湯川合部長 を

は じめ
, 施 工に 当 っ た 西 田鉄工 ㈱ の 本 田氏, フ ジ タ 三 幸

共同企業体, 水理模型実験を行 っ た 西 日本流体技 研㈱ 等

の方 々 に 深く感謝 します｡

参考文献

1) 川合, 松本, 本田,

"

高圧ゲ ー ト の 減勢 工 法に 関す る

実験的研究 ( ジ ェ ッ ト フ ロ ー ゲ ー トを対象と した 新 し

い 水中放流減勢工 の 基礎 実験)
”

, 唱和56 年度 農業土木

学会大会講演会 講演要 旨集
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【報 文】

溶岩流 を 基礎地盤 と し た ダ ム の 基礎処理 に つ い て

一 富士 西 麓畜産基地 建設事業長瀞調整池 の 事例 -

*

*

*

*

*

幹

一

夫

克

紘

久

倉

崎

藤

観

山

斉

1

2

3

4

日

ま えが き･ ‥ ･ … … ‥ … … … … ･ ‥ ･ … … ‥ … … …
･

‥

2 7

長瀞調整 池の 概要 ･ … ･ ･ … ･ ‥ ‥ ‥ … … … ‥
･

‥
… ‥

･

2 7

長瀞 調整池及び その 周辺 の 地 質 …
･

‥
‥ … ‥ … ‥ 2 9

グ ラ ウチ ン グ試験 … ･ … ‥ ‥ … ‥ … … ‥ ･ ‥ ･ ‥ ‥ … ･ 3 4

1 . ま え が き

長瀞調整池 は, 名峰富士 山の 西麓標高 9 00 m 弱 の 裾野

の 静 岡県富士宮市人穴むこ 位置 し( 図- 1 ) , 農用地開発公

団畜産基地建設事業 の
一

環 とし て実施 し た洪水流量調節

用 の 小規模 な重力式 コ ン ク リ ー トダム で ある｡

上丸
一

色村
( 山梨県)

町 富士宮 市(静岡原)
l

下部
､ キ

鳴沢村

/

/

/
一一対

▲(富士山) > -

ハ
/

■

1
/ l

/
･

/
′

し

′ 富 士 市

＼

＼ /

一
‾

1
_+

＼

＼

人 } イ
ー･

+

富士川Pr

図- 1 富士西麓区域概要図

こ の ダ ム は , 後で 述 べ る とお り規模が小 さい た め
, 昭

和59 年 8 月 匠 工 事 に 着手 し, 7 カ月 後 の60 年3 月 に は コ

ソ ク リ ー ト打設を完了 して い る
｡

しか し, ダム の 基礎地

* 国土 庁土地局国土調査課
* *

農用地開発公 団工 務部公 務課
* * *

農用地開発公 田富士 西麓事務所

次

5

6

7

基礎処理 の 設計･ … ‥ … … ･ … … ･ ‥ ‥ ‥ ･ ･ … = ‥ ･ ･ ‥

3 5

工 事施工 … … ･ … ･ … ･ … = … ･ ･ ‥ ‥ ･ ･ … ‥ … … … ･ ‥ 3 6

おわ りに ･ … … ･ ･ … … … … ･ ･

′
… ‥ … … ‥ … … … … 4 0

盤が富士 山か ら流れ 出た 何枚か の 玄武岩質溶岩 と爽在す

る未国籍火山灰か らな り, 支持力, 透水性 とも に コ ン ク

リ
ー ヤ ダ ム の 基礎 地盤と して は 問題をも っ て お り, とく

甘こ溶岩流 の 大部分が ク リ ソ カ ー 状の 白破溶 岩とな っ て い

て , 物理性が不均質で あるた め , 基礎地盤 の 物性数値 の

設定, 基礎処理や 堤体 の 設計に 当た っ て は , 学識経験者

か らな る長瀞調整池技術検討委員会 ( 委員長 : 岐阜大学

農学部仲野艮紀教授) を設 仇 基礎 地盤 の 構造, 物性評

価, 基礎処理設計, 基礎掘削後 の 地盤評価等 の 各段階で

の 検討 と指導 に も とづ い て施工 を進め た ｡

こ の 調整池は , 洪水時 の 永を 一

時貯留す る こ とが目的

で あ り
, 貯水敷に おけ る透水性 の 改良 は必 要 とし て い な

い が
, 堤体 の 安全性を確保す るた め に 堤体基礎 の 透水性

と支持力 の 改良は 必要と し,
セ メ ン ト ダ ラ ウ チ ソ グに よ

る改良を実施 した ｡ ダ ラ ウチ ソ グ に よ る基礎改良は, 通

常上層か ら下層 へ と噸次改良す るス テ ー ジ グ ラ ウ チ ソ グ

がとられ る と こ ろで あ るが, 本 ダム の 著者部 の 自破砕溶

岩は , 透水性が極め て 大きく, 加圧 グ ラ ウ チ ソ グに よ る

上方 リ ー ク が期待で きな い た め
, 下位か ら上位 へ と グ ラ

ウ チ ソ グを 進め るな ど工 夫を こ らした ｡

本稿は , 長瀞調整池 の 基礎地盤 の 状況 と こ れを改良す

る グ ラ ウ チ ソ グを 中心 とし た 改良工 の 設計 ･ 施工 の 実績

を紹介す るも の で あ る｡ ･

2 . 長 瀞調整池の 概要

(1) 目 的

こ の 調整池 は
, 山梨県西八 代郡上九 一 色村 お よ び静 岡

県富士 宮市に ひ ろが る 34 5 h a の 山林原野等 の 農用地 開発

お よ び農業用施設を 一 体的 に 整備す る 一 環 として 建設す

る防災施設で ある｡
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表- 1 長 瀞 調 整 池 諸 元 表

型 式 l 重 力式 コ ン ク リ ー ト ダ ム

堤 高 】 1 0 . 8 m

堤 綻 頂 長 】 1 37 . 5 0 m

堤 長 幅 【 1 . O m

ダ ム 天 端 標 高 【 E L . 8 7 9 . 0 0 m

上 流 面 勾 配 l o . 15

下 流 面 勾 配 F o . 6 0

最 低 床 握 標 高 】 E L . 8 68 . 2 0 m

堤 体 積 l 4
,
2 0 0 Ⅰぜ

流 域 面 積 1 3 0 . 1 血 之

洪 水 調 節 容 量 】 652
,
0 0 0 Ⅰぜ

堆 砂 量 司 3 3
,
0 0 0 Ⅰぜ

総 貯 水 量 【 685 ,
0 0 0 Ⅱタ

水 洪 水 調 節 水 位 l V L . 8 7 6 . 6 0 皿

設 計 洪 水 位 l V L . 8 7 8 . 0.O
m

死 水 位 I W L . 8 7 0 . 0 0 m

深水節
加

調 6 . 6 m

横面水清 0 . 1 6 1 血1
2

甜

盃
フ

型 式

洪

水

自 由 越 流 式

設 計 洪 水 量 10 0 . 0 ⅡP/ s e c

減勢工 対象洪水量 1 8 2 . 0 Ⅰぜ/ s e c

越 流 永 深 ‡ 1 . 4 m

越 流 堰 長 】 30 . O m

減 勢 工 l 静水池塑減勢 工

洪
水
調
節

備

洪 水 調 節 方 式 i 穴あき無操作方 式

最 大 放 流 l l l . 8 Ⅱ戸/ s e c

放 管流 1
,
2 0 0 】皿

流域は 3 0 . 1 血 2 で
, 富士西麓 の 未利用地及び 低位利用

地を 開発整備す るむこ あた り, 洪水時 の 災害 を 未 然 に 防

ぎ, ま た開発整備 中, 又 ほ, 開発後 の 下流河川 へ の 洪水

流量が増量に ならない よう に 謁整す る こ とを目的 とし て

い る｡

(2) 長瀞調 整池
_
の 諸元

長瀞調整池 の 諸元は 表 - 1 の とお りで ある｡ 堤体 の 平

面 図を図- 2 甘こ
, 構造 図を図- 3 軒こ示す｡

串

巨;
･

-
t 純 良

函- 2 長瀞調整池平面 図

･
-

2 8
-

事変

⊂

㌫
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もダム軸

1 , 0 0 0 1
,
0 0 0 6 .

4 0 0

静水池島
1 5 , 0 0 0

基本三角点

B W I j 7 8.
0 0

S W L g7 6
,
6()
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､8 .
1

1Lj
O .5

1 ,

■設リ7

宣と野も

0 . 6

3
,
2 00

6 4 6 2 , 5 7 `1

2 , 0 0 0

0 . 6

1 . 8 0

E L 8 7 1 . 0 4 3

′E L 86 9 . 4 0

l

E L 8 7 3.
5 0

E L 8 7 3 . 3 0

_
l
_ _ _

__‾1 ‾‾-‾

1 ,6 2 0 1 7 , 4 0 0

コ ン ソリ デーシ ョ
ン グ ラ ウ ト

4 @ 2 ,0 0 0 〒 8 , 0 0 0

図- 3 堤体越流部標準図

(3) 完成ま で の 経緯

工 事完成ま で の 経緯 の 概要 は, 表 - 2 の と お り で あ

右｡
‾ こ の 間, 技術検討委 民会を 4 回, 基礎地盤 の 検査を

岳回実施 し た ｡

3 . 長瀞 調整池及 び そ の 周辺 の 地質

長瀞 調整 池は 富士 山の 西麓 に ある｡
サ イ I は , 富士 山

か ら西方 に流れ下 っ た 何枚 か の 溶岩涜が冷 え固ま っ て で

きた 標高 86 0 I n ない し 88 0 m の 起伏 の ある裾野 に 位置 し

て い る｡ ′

3 - 1 富士 山形成史 の概要

富士 山の 地質 に つ い て は , 津屋弘達1) 之) 3)
,､ 町田洋4) 5)

らに よ る詳 し い 研究 がある｡
これ ら に よ る と, 富士 山

ほ , 複合火 山で あり, 御坂 山塊 を構成す る第三 紀 層を基

盤軒こ更新世 中期 に 活動 した 小御岳火 山 後期旺 盛 ん甘こ活

動 し, 今 か ら 1 万年前 に 活動 を終 了し た 古富士火 山
*

,

そ の 後 の 静穏期 を経 て, 約60 0 0 年前 か ら現在ま で断続 的

に 活動 を続 けて い る新富士火 山な どか らなり, その 形成

史は
, 図 4 及び 表3 の とお りで ある ｡

表- 2 工 事 完 成 ま で の 経 緯 表

年 度 l 項 目 】 主 な 内 容 l 事 業 主 体 l 請

55 地 質 調 査 ボ ー リ ン グ3 本 延 55 m

標準貫 入試験 48 回

透水試験 17 回

関 東 農 政 局

5 6 ボ ー

リ ン グ2 本 延 3 0 m

標準其入試験 3 0 回

5 8 ボ ー

リ ン グ2 本

グ ラ ウ 一誌験 7 本

透 水試験

孔 内水平載荷 試験

延 22 m

延 17 8 m

農用地開発公 団 日本技 研㈱

59 調整池本体工 事 基 礎 処 理

ボ
ー

ワ ソ グ 延 985 m

コ ソ ソ リデ ー シ ョ ソ グ ラ ウ ト

延 198 ス テ
ー ジ

コ ン タ ク ト グ ラ ウト 28 孔

ダム 本体

コ ソ ク リ
ー ト 2 8 5 6 Ⅰぜ

静 水池

コ ソ ク リ ー ト 93 5Ⅰぜ

鴻 池組 ･ 川俣組

建設 工事共 同企業体

工期

59 . 8 . 9 ′ - 6 0 . 3 . 10

請負金額

201
,
5 0 0 千 円

詞宅地堤体

E l : 狭義 の 富士火山 上Ⅰ2 : 古富士火山 K : ′ト御岳火山 Ⅰ : 若槻火山押 鮒 1 物

T : 第二紀 屑 h : 富士山項 k 二 ′ト酔岳 n : 潤井川 f : 富士川

図- 4 富士山の 三部 構造を示す模 式的断 面図 ( 津屋19 4 0)
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表- 3 富 士 山 の 活 動 史

町田洋 ( 19 7 7) に 一 部加 筆

活

動

期

区

分

テ

フ

ラ

の

在現

年千2

年千5

1 万年 -

年万5

噴出物の 量比 と活動 の タ イ プ
火山地形 の

笑砕蒜 火砕流 溶 岩流】
発達

活 動 例
周辺地域 の

で き ごと

新
期
富
士
活
動

期

新
期
富
士
テ
フ

ラ

( 混 合 型)

山体上部 に 新

し い 成層火 山

発育

多く の 寄生火

山噴 出

宝永火 口 (1 7 肝) A D

貞観火 口 ( 86 4) 青木 ケ 原

延暦火 口 ( 80 0) 溶岩

新期寄生 火山

御殿場泥流

大童 ス コ リ ヤ

大沢 ス コ リ ヤ

砂沢 ス コ リ ヤ

中期寄生 火山

220 0 B p

セ ノ ウ ミ が精

進 滞 ･ 西 滞に

分れ る

山中湖形成

忍野潮干 上が

る

芦 ノ 滞j 二 子

山形成

活
動
静
穏
期

第
Ⅱ

舌
期
富
士期

富

士

黒

土

層

少 な

し

少
山体 の 浸食 と

山麓 に 扇状地

形成

富 士 黒 土 層

気候 の 温 暖化

著 し く, 沿段

丘 形成

鬼界 カ ル デ ラ

爆 発,
ア カ ホ

ヤ火 山灰飛来

少 少 -

( 溶岩流出塑)

多

溶岩流 の 多 い

成層火 山発育,

現火山 の 原形

がで きる

舌 期 寄 生 火 山 河 口 湖,､ セ ノ

ウ ミ
, 忍野潮

本栖 滑で きる

古

期

富

士

第

Ⅰ

期

舌
期
富
士
テ

フ

ラ
(

立
川
･

武
蔵
野
ロ

ー
ム

)

多 中 中

( 爆 発 型)

火砕物 の 多 い

大型成層火山

発育

舌 富 士 泥 流 等

8 万年 -

最終氷期 で海

面現在 よ りも

1 20 m 低 ま る

姶良 カ ル デラ

爆発 し A T 火

山灰飛来

帯板 中央火 口

丘形 成

立川段 丘 形成

武蔵 野段 丘形

成

箱根新期 カ ル

デ ラ 形成

過去 1 万年間に お ける 富士山の 噴火活動ほ , 国土 庁発

行 の静 岡県土地保全 図
6)

に 詳 しく記載 されて い る と お

り, 山頂 を通 る北西 一南東線上で の 活動頻 度 が 高 い ｡

( 図5 軒こ抄録) 有史時代に 入 っ て か らは ,
8 世 紀後半 か

ら11 世紀末 まで の 約 300 年 間の 活動が最 も激 しい
｡ そ の

後 も噴火ほ断 続して い るが,
17 0 7 年の 宝永の 爆 発後 は な

りをひ そめ 現在に い た っ て い る ｡

3 - 2 長瀞調整池の 地質

長瀞 調整鞄池お よ び その 周 辺の 地 質は , 図6 に 示 すと

お り, 新富士火山の 山頂 も しくは寄 生火山か ら噴出し た

何故か の 溶 岩と,
こ れらに 爽在す る堆積 物か らな っ て い

る
｡

長瀞他 の 右岸は
, 山頂 噴火 した 朝霧溶 岩が南西 流す る

溶 岩倒端達 ( 比高1 0 m ) で あり, 左岸は , 山頂 か ら噴出

して西流 す る菖蒲 宙溶 岩の 末端崖か ら側 端堂(比高 8 m )

に う つ る漸 移帯に あ る
｡

朝霧 ･ 菖蒲 沼の 両溶 岩流 の 側端 建 と末 端達ほ, 調整 池

堤 休敷で は 接近 して い るが,

.
上流 部で は 次第に 広がり,
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恥
宝永火口 : 1 7 0 7 年 ( 宝永 = 2

･
1 6 か ら1 6 日間) 大噴火の 火口

H ｡

瀞 袈讃造岩避呈富駅瑞雲嘗㍗
活動の中心 ( 富士 柵 を括 射 る

z Ⅵ

囁 誓書た芸 脚 驚
才

盟.三悪奈言苧語義
軌 尾偲 の 0 8

0 新期寄生火山 : 過去2 , 0 00 年間に噴火 したもの

＼
＼

宝永ス コ リヤ(17 0 7)

富士市

19 02

0
/

二都留市

/
､

､ /

つ
-

/

/

＼

為 ＼ /
一

/

砂沢ス コ リヤ

( B C 6 0 0
～

1
,
0 0 0)

各火山灰の 等層厚線( 単 伽 ) ＼

/

大書ス コ リヤ 大沢ス コ リヤ

( B C 60 0
-

1
,
0 0 0) ( B C 6 0 0

～

1
,
0 00 )

国土庁= 9 68 ) : Z O 万分の 1 土 地 保全図よリ

園 - 5 富士 山噴 出物及び 火 口 ･

側火 口 位置図

その 間 を, 寄生火 山か ら西流 した ニ ッ 山溶岩流が埋 め て

い る｡ 長瀞調整池 の 池敷 は,
こ の 3 つ 溶岩流 の 側端童 と

末端豊中こ か こ まれた 天然 の 凹地 で, 溶岩流 の 表面 に 降 り

積 っ た 火 山灰 などの 流 出土砂 で埋 っ て い る
｡ 平常は, 湛

水も流水も なく,
ダ ム 軸及 びそ の 下流 の 狭 さく部も水無

川 とな っ て い る
｡

しか し
,

一 旦集 中豪雨があ る と4 ～ 5

*
関東 ローム層は この 火 山の 噴出物からなる ｡

日湛水 し, しば らくは 瀞を 形成す る
｡ 長瀞 の 地名 の 由来

は こ こ に ある
｡ 集中豪雨後, 旬 日を経ず して 永は なくな

るが, こ れ は
, 溶岩 に 発達す る開亀裂や, 溶岩 I ソ ネ ル

を 通 じて
,

地下深く へ 渉透す る こ と甘こよ るも の で ある｡

長瀞調整池 の 堤体基礎 地質は , 調査が進むに つ れて ,

詳細に わ か っ て き た
｡ 計画 時点の 堆定地質断面 図を図

7 , 施工 直前の もの を図8
, 据肖恥こよ っ て確認 された 地

質断 面図を 図 9 に示 す ｡

ー
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図- 6 長瀞調整池の ダム 敷 ･ 池敷地概要図
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園- 8 地質推定断面図 ( 工事着手前)
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右 岸を構成す る 朝薯溶岩 は, 暗灰色 と きに暗赤色 で,

全体 に租粒 (斜長 石や輝石 の 斑晶 の 大き さが 3 ～ 4 Ⅲm に

達す る) の 玄武岩 か らなり
,

しば しば赤褐色 の 白薮砕部

を伴 っ て い る
｡ 自破砕 は, 火 口 か ら出た マ グ マ が溶岩流

と し て流れ る過程 で揮発成分 を失 な い
, 表面か ら温度が

下 っ て冷却 固化す るが , 岩体 内部は い まだ流動 し て い る

た め
, 固化 した 部分 とそう で な い 部分 で 差動を 生 じ砂礫

状甘こ破砕 し て で きたも の で ある｡
こ の 部分は

一

般 に 力学

的強度が 低 い 場合が多 い ｡

左岸を構成す る菖蒲招溶岩ほ , 淡灰色 の 細粒玄武岩か

らな り
,･ 一 部に 自破砕部を伴な っ て い る

｡

両溶岩 の 新旧関係は
, 調査の 初期 の 段階か ら議論の あ

っ た と こ ろで あ る｡ 溶 岩の 接触部は ,

一 般に 問題が多く

要処理部が地下 で どの よう に 広が るか ほ , 両溶 岩 の 新旧

関係 い か ん に よ っ て 大きく異な り, 調査 の 重点を どこ に

向け るか とも密接 に 係 っ て い る こ とか ら, 議論が盛ん に

なされた
｡

① 溶 岩表面に 重な る降下火山灰層の 厚 さの ち が い

② 溶 岩流の 流 れ方 一 溶 岩堤の で き方 や流 向

などか ら, 朝霧溶岩が古く, 菖蒲 沼醇 岩ほ, こ れ に重 な

るも の と推 定し, 右岸側 か ら左岸側 に下 る境界部 の 入念

処理を設計に 折込ん だが, 基礎掘削 の 結果,
こ の 推定に

誤 りの ない こ とが 確認 された ( 図 9 参照) ｡

図 9 か らわ か るよ うに
, 両溶 岩の 境 界部に は

, 下位か

ら上位 へ 粗粒 一 細粒 の サ イ ク ル を2 回線 り返えす厚 さ数

1 0 皿 の 降下火 山灰, 先菖蒲招火山灰層を 爽在 して い る｡

こ の 火山灰層は , 朝霧溶 岩冷却固化後軒こ降り積 っ た も

の で
, 朝霧溶岩側端崖が つ く る急堂の 下で は厚 く吹きだ

ま っ て い る ｡ 菖蒲 沼溶岩 に 覆わ れて
, その 熱に よ っ て変

質固化 した 部分もあ るが
, 宋固結で 粘土化の 進 ん だ部分

が少くなく, 自破砕部 とともに 湛水に よ る パ イ ピ ソ グが･

懸 念され る部分 で もあ る｡

3 - 3 ダム 基礎 地盤の 地質工 学的性 質

長帝 調整池 ダ ム 基礎地 盤は , 前節で 述 べ た とお り, 戟

霧捧 岩, 菖蒲 沼溶 岩お よ び 両捧 岩の 間に 介在す る火 山灰

層で あ る
｡

こ れらの 地質 工 学的性質 ほ, 地 質ボ ー リ ン グ

調 査結果か ら表一4 の と お りま とめ る こ と が で き る｡

4 . ゲラ ウ チ ン ゲ試頗

ダ ム 建設 に あた り 一 般的な セ メ ン ト グ ラ ウ チ ソ グに よ

る地 盤の 強度 お よ び透 水性 改良の 可能性 を調査 し
,

こ の

結果 に よ り地盤 改良工 法 を検討す る｡

表- 4 ダ ム 基礎 の 物性値

名 藤 言己 号 模式柱 二状凰 地 質( ボ ー

リ ン グ コ ア) 】享 さ 分 布 N 低 透 水 係 数 P ｡ P Y E 設 計 評 価

火山灰 ロ
ー

ム L 6
′ ＼ ′ /■■､ ノ ′

一 -

砂質ロ”ル ル
ー

ズ

上部 弟褐色
m

調整池全体
3 一 - 2 4 αムe ¢ k g/ c 好 k g/ 血 k

g / 細

コ ン クワ ー トグム基硬

とL て不可
′

- ′
､ ′ ′

J

′･ V
′'＼ノ

●
ヽ

伊

■
■ ヽ

● ■

● ●
I

ヽ
● さ

ー

ー ー
●

∧
ハ ■

′
､

/
ヽ

ハ
< ∧ ハ

■

-

●
. ● ●

● ■
●

●

●
●

･ ●

■

■

●

一

●
● ■

●
ノ ∨一

v

v

下部 安灰色

1 - 3
平均1 6

自破砕済岩 5 A B L 5

赤褐 一 時褐色小礫状

1 土 左岸側
一

帯 5 0以上 2 .8 ×1 0‾3
1 0 3 5 1 , 1 0 0

表 層は ル
ー

ズ な部分あ

り全体 に N = 5 0 jよ上で

あるが部分的にポーラ

ス な所あり ｡

箔岩 5

( 菖蒲郡容岩)
L 5

徴品質｡ 粗 粒 ｡ 暗灰色 ｡

硬質ち蟹
｡
斜 ･ 水平

クラッ ク とも少な い

0
～

7 左岸側 6 0以上 1 .5 ×1 0‾3 以上

無層理 塊状岩盤

自破砕溶岩 4- 5 A B L 4-5

赤褐色 ｡ 砂礫 ･( 砂状が

多い ) 所に よ っ て礫分

が 多し､一不均 一

3 右岸価一帯 6 0 / 2 2 2 . 6 ×1 0‾き以上

執岩状 一 極辞っ た砂檻

状

溶岩 4

L 4

巨品質｡ 粗滝壷｡ 多孔質 ｡

庁
ガ

0
～

7

右岸価 一

帯

6 0 / 0 3 . 0 ×1 0‾3

2 9 試料中5 カ所が わず

( 朝霧第2 溶岩) v
V

●
-

● t ■

､

○
-

- ● ■

● I

.

一
･

.
; 1 .二

● ●
/l ･

▲

∨ ＼′

∨ ∨ > >

>
>

〉 ノ

〉
>

〉
-

1

● ●
ヽ

●

●

■
､

. ;
●

･

ち1
●

t
■

: ･

ぢ言き三
●

●

●

･ 一

■

t

ー
●

● ● ､
●

ニ: ふ ･
･

サ
メ

Y
〆

メ

t:ニ_
三

弥

灰色｡ 碩賀塊状 ｡

太平クラ ッ クが多い
｡

の

や せ 尾根部

か に貫入する
｡

自破砕溶岩 3- 4 A B L 3-4

疇灰色 一 赤灰色 ｡

礫混り砂状 ｡ 部分的に

灰色の塊状岩あり｡

5
-

･7

全体

( 地下)
上市4 0

下面6 0 以上
2.9 ×1 0‾3 1 0 36 l

,
2 00

境界面は ル
ー

ズな所あ

り ｡

下底面は60 以上

溶岩 3 L 3

巨 品質｡ 組粒｡ 灰色｡

硬質塊状

水平 タヲ ッ クが 少な い

2 4 .4

G L 85 6.3
～

8 31 .9 皿 60 以上 2 .1 × 1 0‾3 1 0 60 3
,
70 0

サ ン プ ラ
一

反 発 ｡

自破砕溶岩 2一; A li L 2-3
赤鴇色砂礫状

( ほとん ど塊状)
2 .2 60 以上 4 .9 ×1 0‾3 軟岩状

溶岩 2 L 2

無珪品質 ｡ 姐粒 ｡ 汲J天

色 ｡ ガ ス 泡あり
｡
均質

水 平クラ ッ ク多い
｡

¢. 3

G I ′ 8 2 9 . 7 -

8 2 3 .4 m

自破砕溶岩 1- 2 A B L l-2
砂礫 ｡

赤褐色怒は少 な い
0 2 5 薄 い

溶岩 1

L l･ b

L I L l･ a

無珪品質 ｡ ガス 屯あり ｡

灰色｡ 硬質塊状 ｡

薇品質｡ 多孔質 ｡

硬質塊溌
｡

15 以上
G工. 82 3 ユ5

m 以降

- 3 4 -
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ダム セ ン ター
ー軋 -

A I A ヰ

∈

く>
C

､
､

､ B

く>

ロつ
B l

､

､

訂A 2

1 .50 Ⅲ1

3 . 0 0 t¶

O A l , A 2 B I C , A 4 . A 3 B 2

1 8 m

2 5

● 注 入孔¢4 6 %

ノ ー コ ア リン グ

○注入孔郎6 %

オール コ ア リ ン グ

◎検査孔 ･ 注入孔 卵6 %

オール コ ア リ ン グ

A l
～

A 4 注入孔( 1 次)

B l 検査孔( 1 次)

B l - B 2 注入 孔( 2 次)

C 検査孔( 2 次)

干
l

l

1

7 0
m

⊥

図一10 グ ラ ウ チ ソ グ試験孔配置図

試験方法は 4 点法で 孔間隔は 図- 10 の ような孔配置を

計画す る｡ ボ
ー

リ ン グ及び 注入深は1 8 m と し , 試験孔内

に お い て , 現場透水試験, 孔内載荷試鹸, 標準貫入試験

を実施す る
｡

グ ラ ウ チ ソ グ試験完了後,
グ ラ ウ チ ソ グ試験位置 中心

部で は セ ソ 断試験を行 い
, 基礎地盤面 の 力学的性質を 把

握 し, 設計 の 基礎 デ ー タ とす る｡

(1) 施工 順序

施工 噸序 は第 1 次注入孔, 第 1 次検査孔, 第 2 次注入

孔, 第 2 次検査孔 の 順 に 施工 す るが, 詳細な順序方法 は

次 の とお りで ある｡

① 第 1 次孔の A 2
,

A 4 孔は 標準貫入試験,
透水試験

お よ び 孔内水平載荷 試験 を併用 し, オ ー ル コ ア リ ソ グ ¢

66 皿 で 予定深度 18 . 0 0 m ま で穿 孔 し
,

グ ラ ウ ト施工 前の

ダ ム 基 礎の 地 質状況 , 地盤 強度 お よ び透 水性等の 状況を

調 査 し, 注 入間隔( ス テ ー ジ 長) , 注入配合 , 注入圧 , 注

入量を計画立案 し, 注入効果の 予測を行う｡

② 計画に 基づ き注入施 工す るが
, 注入噸序は ,

A 2 ,

A 4 孔に つ い て ほ 下端よ り上端 に ス テ ー ジ注入を行 い ,

予定 の 圧力お よび注入量を注入 し完了孔とす る
｡

(卦 A l ,
A 3 孔 に つ い ては , 前 記の ス テ ー ジ 注入順序

とほ 逆 に 上部 より下部 に ¢46 皿 ノ ー コ ア リ ン グ穿孔 し注

入す る｡

④ A l
～ A 4 第 1 次注入孔を完了 した 後,

B
l 第 1 次検

査 孔 ¢6 紬皿オ ー ル コ ア リ ン グで 予定深度 まで 各ス テ
ー ジ

順に 標準貫入試験, 透 水試験お よび 孔内水平載荷試験を

行 い
, 第 1 次注入効果を調 査す る

｡

⑤ 第2 次注入孔B
l 孔 1 ス テ ー ジ注入完了後,

第 2 次

注入孔B 2 孔 ¢46 皿 1 ス テ ー ジ穿孔 し注入す る
｡

また
, 同

様 に B l 孔 2 ス テ ー ジ注入完了後,
B

2 孔 2 ス テ ー ジ穿孔 し

注入す る｡ 以後, 前記 同様く りか えし予定深度 ( ス テ ー

ジ) まで 注入 し, 完了後次 の 作業に 移 る
｡

⑥ 第 2 次孔B l ,
B 2注入完 了後 , 第 2 次検査孔 ¢66 Ⅲm

オ
ー

ル コ ア リ ン グ で 予定深度 ま で各 ス テ
ー ジ順 に標準貫

入試験, 透水試験 お よ び孔 内水平載荷試験 を実施 し, 第

2 次孔 の 注入効果 を調 査す る
｡

(2) 試験 の 結果

上記 の 方法 に よ り行 っ た 試験 の 結果 を, 第 1 ス テ ー ジ

に つ い て ま とめ る と 表一5 に 示 す と
.
お りで あり, 各段 階

で順次 改良効 果があらわれて い る こ とがわ か る｡

5 . 基礎処 理 の 設計

ダ ム 基礎 の 地盤 は
, 前項 で述 べ た とお り,

一

般に 透水

性 が高く, 力学 的に は墜硬 なもの と軟 弱なもの の入 りま

じ っ た 地 質か らな っ て い る ｡ しか し ,
こ の ダム は , 集中

豪 雨時の 一 時的な貯 水に よ る洪水調節を目的 と して い る

た め
, 池敷か らの 漏水は 問題甘こ しなくて よ い

｡

しか し
, ①湛水時, 堤体 の 下や両岸を通 して 漏水す る

珍透流か ら県体に 対 して 揚圧力が 働くお それ が あ る こ

と, ②また , 珍透流が パ イ ビ ン グ に 発展 して 堤体 の 損傷

むこ つ なが る危険があ る こ と, ③堅硬な溶岩 と軟弱な自破

砕溶岩, 火 山灰が不均質 に 分布す る こ とか らく る塊体 の

不等沈下や 集 中応力が発生 し, 地盤破壊に つ なが る可能

性があ る こ と
,

な どの 懸念を払拭す るた め, ダム 設計に

当た っ て は
, 懸念 され る ような 時点に い た っ ても, 決 し

て 決定的損失を受け ない こ とを前提と して
,

タ イ プ は重

力式 コ ソ ク リ
ー トダ ム とし た ｡ 基礎処理 は こ の タ イ プの

ダム に も っ とも フ ィ ワ トす る セ メ ソ ト グ ラ ウチ ソ グに部

よ る こ と とし, グ ラ ウ チ ソ グ軒こよ り改良の 期待 で きない

分 を掘 削除去す る こ ととし た ｡

(1) 床 揮計画 の 決 定

表 - 5 ダ ラウ チ ソ グの 効果

現 況 グ ラ ウ ト 後

A 2 【 A 4
B

l l C

透 水 係 数 6 . 8 5 × 1 0‾3
c m / s e c 7 . 3 1 × 1 0‾3 3 . 9 0 × 1 0‾3

2 . 4 × 1 0
‾ 4

変 形 係 数 112 4 k甘/ 皿
2 1 2 4 3 1 3 8 9 2 1 8 0

- 3 5
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頻体 の 床据線 を次 の ように 計画す る｡

笹 河碍瓢

‾ 表- 4 の 溶 着4 ( L 4 ) を床掘線 とすれば N 値は5 0 以

士で あ るの で地 耐力ほ 十分で あり安全 で あ るが, 因- 8

の 地 質固よ り L 4 は 河床部の 左右岸に は 分布す るが中 央

部甘羊ほ 連続し ない 部分もあり得 る｡ つ ま り,
A bl 層 ( 自

破砕溶 岩) が連続 して い る可能性が あ る
｡

■ちの た め床据線 は 図- 3 に 示す とお り E . L . 8 68 . 2 m

とす る が, グ ラ ウ ト状況に よ っ て は 部分的に 二 次掘肖帖ミ

必要 とな る こ ともあ る
｡

′
..

② 右岸部

■
+ 表 丁 4 の 目敏 砕溶 岩5 ( A b1 5) ほ 表 層は ル ー ズ な部

分が身るが, 全体 的 剛 まN 値50 以 上で あり地 耐力は 十分

甘こ ある の で, 床据線 とし て採用 し, 部分的 な弱層 ( ガ ス

欠等) に 対 し て グラ ウ チ ソ グす る計画 とす る｡

⑨ 左岸部

溶岩 5
.

( ノ
L 5 ) が表層軒こ張 り出し て い る ｡ こ の 層は非

常に 堅固な岩盤 で ある の で, 基本 的に は岩盤 の 上面 に計

画す る｡

(2) ダ ラ ウ チ ソ グ に よ る基礎地盤 改良

グ ラ ウ チ ソ グに よ る基礎地盤改良に つ い ては , まず,

河床部 の 透永性 の 改良方法に つ い 七検討 した ｡ 湛水す る

こ とに よ
_

つ て基礎地盤 が′ くイ ビン グ を引起す可能性 の あ

る部 分は ,

- 自破砕溶着 で ある
｡ そ こ で

, 河床部 の 自破砕

溶岩乾 つ い て , 限界動水勾配Fこ つ い て検討 したム

限界動水勾配 ( i C ) = ( 1■- p ) ×( r - 1 )

p : 間 ゲ キ率 (地質 ボ′-

リ■､ シ グ試験借 : 0 . 3 5)

r : 比重 (同上 : 2 . 4)亡

i c = (‾1 T
O ･ 3 5) 女( 2 ･ 4

-

1) = 0 ･ 9 1

設計動水勾配 ( i ) = i c/ F c

F c : 安全率 ( 1 . 5)

i = 0 . 9 1/Ⅰ. 5 = 0 . 6 0

浸透路長 ( L) = Ⅱ/ i

√

E : 水 深 (9 . の ･

i 主0 . 由 ル 6 0 = 1 6 . 3 ( 血)

グ ラ ウ チ ソ グ深度 ( Z) = ( L - も)ノ2

も :■塊 体底 幅 (9 .
‾1)

.
表 - 6 工 事 旛

Z = (1 6 . 3 - 9 . 1)/ 2 = 3 . 6 ≒ 4 . 0 ( m )

検討 の 結果は, 湛水時に お㌧､ て革礎地盤 内に 最も大 き

い 動水勾転が予想 され る河床部 で蓼遠路長を の ばすた あ

の グ ラ ウ≠ソ グ長 Z = 4 m 試算値を得た ｡ こ の 試算値を

地質縦断図すこ照 し て吟味す る とi 若者部 の 大部分 を占め

る A b1 3 - 4 の 自破砕部 は 串刺 し て い るが, こ れ ま で の

ボ ー リ ソ グ調査等 で確認されて い る L 3 の 上面付近 の 空

洞 に は 達 し て い な い た め
, 上流側 ⊥ 列は

, 図一11むこ示す

とお りZ = 8 m として こ れに 対抗す る こ 阜とした ｡

右岸お よ び左岸 の 処理中こ つ い て は , 湛水時に 発生す る

岩着部動水勾配が河床部むこ比 べ て 小さくな る こ と
, 地質

状況が比較的良好で あ る こ とを配慮 して 卜 Z = 4 m
,

3

皿 と し
, 河床部 グ ラ ウチ ソ グ深 紅 漸増させ た

｡

グ ラ ウチ ソ グ孔 の 配置図を図- 12 に 示す｡

+ + _ __

∈
く⊃

C()

∨
∨

4
.b

n

v
L - 3 -

∨

V v

地層め傾斜は

下流 に下 が る｡

園- 11 グ ラ ケチ ソ グ長検討図

6 . エ 事革エ

(1) 施 工 細則

基礎 改良を実施す る甘こ当た り, 表 - 6 の 工 程 を 定 め

た
｡

ま た
,

基礎地 盤の 適否を判 定す る‾
.
た め の 草撃 と し

て, 表
-

7 を定め参考 とトた｡･

(2) 基礎地 盤申検査

前述 の 施羊琴細 粒 基 づい て軽 部を行 っ た 乳 ①塊年基

礎地盤 とし て支時九 透 水性の 点 で問題ない 埠質 である

か どうか｡ ② ダラ ウ
=
テ ン ダに よ っ て改良で きる可能性が

ある地質 か どうか, をチ ユ
ニタグす る 目的で基礎地盤 の 検

工 工
‾
′

程

河 床 部

1 次席 削 (基礎敦 よ り50 00 上りま で) 一 床仕上 げ 一 基盤 検査 一 2 次据 削 一 床仕上 げ→ ミ ル ク散布

一 着盤 清掃 一 仮設 モ ル タ ル 吹付 ( 5 皿) 一 コ ソ ソ リデ ー シ ョ ソ ダラ ウ ト ー キ ル タ ル射 ぎ 一 着盤清掃

一 基盤 検査 一 敷 モ ル タ ル ー フ レ ア ー コ ニッ クく
ご

リ
ー ト打 くハ ー

フ リフ り 一 コ ソ タ ク ト ダラ ウ† 一 フ レ

y ト コ シク リ
ニ

ー I 打設 ( 残りノく - フ 少 フ り

ア バ
ッ ト部

1 次据削 (基礎敦 よ り30 皿 上 りま で)
.

→ 2 次掘削 一 床仕上げ 一 基盤検査 一 床仕上げ 一 フ レ ッ ト コ

ソ ク リ r ト打 設 ( 1 リ フ り ? コ ソ ソ リ デ ー シ ョ ソ ダ ラ ウ ト

止 水 壁 部
1 次据削 ( 基礎敷よ り30 皿 上 りま で)＼J

亡

2 次据剤十床仕上げ 一 基窟検査? 床仕上げ 一 フ ー チ ソ グ

コ ソ ク ワ ー ト打設 一 コ ソ ソ ウ デ ー シ ョ シグ ラ ウ ト

ー 36
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表- 7 基 礎 地 盤 の 合 格 基 準

区 分 一 合 格 基 準 (参考)

永
叩
部

静 水 地 I N 値> 50 † 自破砕溶 岩が 基盤面 に 現 わ れる こ と｡

路水付取 N 値> 30

イ .
ロ ー

ム 及 び2 次堆積土砂が掘削除去 され, 自故砕溶岩が基盤面上 に 現わ れ る こ と｡

壁

部

ロ
. 浮砂等滑動抵抗 コ ソ ク リート の 付着力 を阻害す るも の が ない こ と｡

イ . 止水壁 の ロ
. に 同じ

ア バ
ッ ト

ロ
. 浮 石, 土 砂及び 開口 ク ラ ッ クが ない こ と

｡

河 床 部
イ . 止水壁 及びア バ ッ ト に 同 じ

ロ
, 固治 し, 水洗 い に よ っ て粒 子が遊離流亡 し な い こ と ｡

査を実施 した
｡ 検査は 施工 工程 の 都 合上2 回に分 けて行

っ た ｡ 第 2 回目 の 換査の 所見ほ 次の とお りで あ っ た ｡

〔検査 の 所見〕

検査範囲 の 基礎揮削は , 計画床掘線 よ り若干深め に

仕上 っ て い る｡
一

次掘削後 の ダ ラ ウ チ ソ グに よ る基礎

改良は , ほ ぼ設計 どお り完了 し
, 床据面忙 お ける 地質

状況ほ , 図- 13 に 示すとお りで あ る
｡

′ すなわ ち , 河床部左岸寄りに 露出す る菖蒲 招溶岩お

よ び河床部 の 大半匠 露 出す る朝霧第 2 溶岩 の 硬質部 の

開 口 節理や 亀裂は
, す べ て グ ラ ウ ト ミ ル ク で 充填 され

て 奉り
,

両帝著の 境界部 に 広く認め られ る自破砕 ク リ

ソ カ ー 部も, 大部分は , グ ラ ウ ト ミ ル ク で充填 され,

周辺 との
一

体化甘こよ る支持力増強もなされて い る ｡ 当

該 ダ ム 基礎地盤 とし て十分 な支持力をも っ て い る ｡

( q u 2 0 ～ 3 0 k g f/ ガ)

甘l列

1 タす

E封

ダち軸 J 狩

Ⅰ 列

革
十

き

2 べi lこ夕

た だ し, 両溶 岩の 接 触部 に介在す る先菖蒲宙火 山灰

の 部分お よび 朝霧第 2 溶 岩上部 グ リ ン カ
ー

流 入粘土部

ほ ,
グ ラ ウ チ ソ グに よる 脱水圧密等甘こよ っ て 力学性は

若干改善 されて は い るが
,

い ま だ 不充分 で あり, 前 者

の 大部分 お よ び 後者 表層の † 部 ほ
, 周辺 と 一

体 化 して

お らず, 下記追加処理を必 要と して い る
｡

記

(1) 菖蒲 沼溶 岩と朝夢第 2 溶岩 の 境界部 の 地質不 良

部を両捧 岩に もた せ る ブ リ ッ ヂ とす るた め , 測点恥 3

＋ 5 m か ら馳 3 ＋ 17 皿 ま で の 区間 の 打設 コ ン ク リ ー ト

基礎部 に 配茄す る
｡

(2) コ ン ク リ ー ト 打設半 リ フ ト 後の コ ン タ ク ト グ ラ

ウ テ ン グほ , 基 礎地盤を少なく とも 1 m 退 席 し て 行

う｡
コ ン タ ク ト グ ラ ウ チ ソ グの ′

く
ッ カ ー は , 打設 コ ソ

ク リ ー 一 に 設置 し
, 圧力を上げす ぎな い よ う 留 意 す
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L s
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孔
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〟 下部自破砕拓

先富苗i百火山 灰辱

泣入 抵土 ･ 浮石の 多 い 朝露第2 溶岩正

和霧第2 洛若流､ 上部タウ ン オ ー 及び 自醍幹部
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る ｡

また ,
コ ン タ ク ト ダ ラ ウ チ ソ グの 分布密度 ほ, ほ ぼ

設計 どお りで よ い が
, (1) に 記 した 配筋区間 で は , 設計

量 の 2 倍程度 とす る｡

なお , 岩盤で ある場合や ,
コ ソ ソ リデーシ ョ ソ グ ラ

ウ テ ン グ に よ っ て 固化 して い る部位か ら移 設 し, 2 次

コ ソ ソ ワ デ ー ツ ョ ソ の 役割を もた せ るよ う に す る｡

(3) 大幅 な追梶ほ 必 要 で は な い が
,

追据を 行う とき

に は ,
オ ー バ ー パ ソ グ に ならな いよう留意す る こ と｡

(4) コ ン ク リー ト打設直前 に ジ エ ッ チ ィ ソ グ ( エ ア

ー ) に よ っ て浮 き石を 除去 し,
こ の 状態 の 天然色写真

を撮影, 保存す る｡

(5) ダム 完 成後, ダ ム の 挙動 お よ び堤体基礎 の 地下

水位 の 変動 ( とくに
, 洪 水時) を定量的軒こ観 測す るた

め , ダム 天婦中こ水管式傾斜計 ( ダム 軸 に 平行と直交)

を 設 置 す る
｡

ま た , ダ ム 本体下流 部に地 下水観 測孔

(基礎地盤に20 m 掘進) 2 孔程度お よ び両 岸 ア バ
ッ ト

メ ソ ト に 各 1 孔設置す る
｡

(3) 工 事実績

工 事は 表 - 6 の 工 程 に 基づ き実演 した
｡ 第 2 回基 礎地

盤検査 の 指示事項に 従 っ て , 左岸部菖蒲 宙溶岩 と朝者 第

2 溶岩 と の 接触部 の 処理 と して , D 1 6 1 皿 鉄筋を30 c m ピ ッ

チ で格 子状 に 寵筋 し, 計画床据線以下を コ ソ ク り - ト で

お きか えを した
｡

その 他 も指示事項 に 従 い 施工 した ｡

表 - 8 グ ラ ウテ ン グ注入韓果 (次数別)

ボ ー リ ン グ工

ク

･ト
ソ

ー

次l

次2

次3

次4

押 値収
.計

22561

用
量トンメ

使
セ

197096

h

ソ

ト
当
ル雛卜

注
シメ

純
セ

03976

ハ イキ 量

69

084

69

084

1152155
(

)

0

054 4086

84

0023

08一4

0023

044

01
0
02

5176

鵬431

4557

517

9061.4

表 一 9

91444
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Ul仇4

374662

013552

2
k gi 53 0 ･ 7

47 , 1 4 8 . 8 4 9 1 . 1 L 9 7 5 ､ 6

2 6 ､ 1 7 6 . 9

2 5 , 0 1 6 . 1 5 2 1 . 2

47 0 . 4

5 1 4 . 9

1 6 9
,
3 8 1 ･ 8～166 ,

2 8 0 ･ 01 51 9 ･ 6

グ ラ ウ チ ソ グ注入結果 ( ブ ロ ッ ク 別)

ボ
ー

リ ン グ工

12

00l

孔 番
=!

リ 分
計

用
量

.

h
一

ソ楓E

h

ソ
ー

ト
■

当
ル㌶ト

注
ソメ

純
セ
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U
(
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U
(

パ
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表一柑 基 礎

691500
(
=

れ
U

.
2661 81013

現 場 透 水 試 験

コ ン タ ク ト グ ラ ウ ト前 J コ ン タ ク トダ ラ ウ ト 後

3 . 6 ′ } 4 . 0 × 1 0‾4

験試荷載平水内L
て

つ

ブ ロ ッ ク

1 . 4 ′ - 3 . 1 × 1 0‾4

爪
Vp r

▲p

晦/ 皿
2

1 _
垣/ 皿

之

6 0 以上
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1 3 ,
0 0 0

1 1
,
10 0
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_ な . グラ ウ チ ソ グ注入冷 菓

一 河床部 の ダ ラ ウチ ソ グ注 入緒 果を, 次数別 お よ び ブ ロ

ッ､ ク 別 に 整理す る と襲- 8 , 表 - 9 に示す と お り で あ

る ｡

② ダラ ウ テ ン ダ後 の 試験結果

グヲ ウ チ ソ グ注入効果を礁認す るた め
, 現場透永試験

お よ び孔 内水平載荷 試験 を実施 し た｡

河床部 につ い て ま とめ る と表- 10 に 示す と お り で あ

毀, 透水係数 の 基準値 5 ×10‾4
皿/ S e C 音こ対 し て

,
コ ソ

タ ク ト グ ラ ウ ト前で は , 基準値 よ り大 きい 値を示すが,

土 ソ タ ク トダ ラ ウ ト後で は
, 所定 の 基準値を満足 し で い

た ｡

また , 孔内水平載荷試験を B 4 ,
B 5 ブ ロ ッ ク で 行 っ た

と こ ろ , い ずれも変形係数は 100 0 0 k 甘/ 皿
2

以上 に な っ て

お り, 調査時 の 変形係数 (表
一

4 参照) に 比戟する と大

幅 に 改良 されて い た ｡

7 .

_
お あ りに

一 富士山 の裾 野は 冬が早か っ た ｡ 寒 風に さら さ れ た 施

エ , 基礎地 盤検査, さ らに, 朝夕は 氷点 下に も な る 中

で
,

コ ン ク リ ー ト養生 に は 特かこ 細心の 注意が払 あれ, ダ

‾ム 本体 も立派 に完成 を見 た｡

一一 こ の 工 事を完成 さ せ る 紅 あた っ て , 技徳 政討委員会 の

仲 野艮紀教授 は じめ メ ン バ ー の 各位 匠, 種 々 に わた り御

清 導を賜 わ っ た こ とに労 し, 厚 くお 礼申 し上げます ｡

こ の 調整池 の 完成 を契放 とし て, こ の 地域が増 々 発展

す る こ とをお祈 りし, こ の 稿 をと じます｡

引用文献

1) 津星弘達 (19 4 0) 富士火山 の 地質学 的並岩石学的研

究, 地学雑誌92 巻 p p . 3 47 ～ 3 6 1

2 ) 津屋弘達 (19 6 8) 富士 山地質図( 5 万分 の 1 ) , 富士

火山 の 地質 ( 英文概鋭) , 地質調査所

8) 津屋弘達 ( 19 7 1) 富士 山の 地形 ･ 地質, ｢富士山+ ,

2 ～ 1 2 7 ,
‾富士急

写真 †1 -･｢轟 別状況+

4) 町田 洋 (19 6 4) T e p 血r o c b r o r ol o g y 甘こよ る富士火

山とを の 周辺地壊の 発達 史, 地学鴇誌, 7 3 巻 p p . 2 9 3

′ - 3 瑠 , 3 3 7 ･ } 3 5 0

5) 町 田 洋 (1 9 7 7) 火山灰むま語 る, 3 2 4 p . 蒼樹書房

6) 国土庁土地局 (1 9 8 3) 2 0 万分 の 1 土地保全図 (静 岡

県) , 付属覿 明書 1 2 1 p .

写真
一 2 ｢ ボ

ー

リ ソ グ状況+

写真一3 ｢ 中央 プ ラソ り

ー

4 0 -

写真- 4 ｢ ダラ ウ ト注入管理室+ __
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写真一5 ｢ グ ラ ウ I 管理 状況+

写真 - 6 ｢ グ ラ ウ ト注入状況+

写真一7 ｢ 第 2 回基盤検査+

- 4 1 ⊥
ニ

写真- 8 ｢ 不良土質部配筋+

写真- 9 ｢ 完 成+
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【報 文】

名取 川頭首 工 の 設計, 施工 に つ い て
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4 2

は じめ に

国営名取川農業水利事業は ､ 仙台平野 の 南 部 こ 広が る

4
･
4 8 0 b a の 地域 を対象に して

, 用排水施設の 整備 を行 い

農地 の 整備 と機 械化営農を確立 し, 農業 の 生産性 の 向上

と経 営の 安定化 を 図る 目的で昭和42 年事業に 着手 した
.

こ こ に 紹介す る 名取川頭首工 は
, 当初, 名取川に 設置

され て い た 六 郷堰を現況利用す る こ とで
, 事業計画が樹

て られて い た が
, その 後, 六郷堰 の 老朽化が急速 に 進 ん

だ こ とか ら, 昭和56 年, 計画変 更に よ り, 国営事業 の 一

環 と して , 改築す る こ とと した もの で ある
｡ ( / )

今 野 久
*

岡 村 利 雄
* *

次

3 ･ 頭首工 の 施工 ･ … … ‥
‥ … … … = ‥ ･ ‥ … ･ = … …

… 4 9

お ぁ りに … ･ ･ … ‥
･ … ‥ ‥ = ‥ ･ … … … ‥

‥ ･ ･ … ‥

_
･ ･ … 5 1

こ の 報文 は, 名取川頭 首工 の 設計 の 概要 を述 べ る と共

に , 施行 に 当た り特に 検討 し た事項 に つ い て報告す る｡

1 . 取 水堰 の 現 況

名取川は , 源を , 宮城 ･ 山形県境 の 禅室岳 に 発 し
, 支

川で ある碁 石川, 北か ら
,

これ に注 ぐ広瀬川 を合流 し て

大平洋 に注 い で い る｡ こ の 流域は
, 宮城県に 属 し面積は

940 b n
2

, 河 口 附近 の 計画高水量は 6
,
2 0 0 Ⅱ戸/ s の 中規模河

川で ある
｡

頭首工設 置点 に お ける 名取川の 流況 ほ, 計 画 高 水 量

3
,
4 0 0 Ⅰ述/ s 余方地点 に お ける過去20 年 間の 観測値 は

, 表
-

1 に 示すとお り で あ る｡ ( / )

表- 1 余方地点中こ お け る名取川の 流況 ( ガ/ s e c)

観 測 年 J 最 大 l 豊 水 l 平 水 l 低 水

昭35 ～ 4 6 l l
,
8 4 1 . 5

渇 年小最水

1 7 . 1 r 9 . 8 6 . 6 54

平 均

0 . O 1 1 7 . 0

昭4 7 ～ 5 4 】 81 5 . 1 1 7 . 2 1 1 1 . 1
1

7 . 8 85

注) 1 ･ 余方観 測所 は頭 首工 上流 4 00 m 地点 で ある｡

2 ･ 名取川上流 に 設置 の 釜房 ダ ム は4 7 年か ら貯留開始さ れた ｡

六 郷医ほ , 名取川 の 河 口
, 園上か ら12 . 3 血 の 地点 に 設

け られて い る玉石 コ ソ ク リート造 り固定堰 で ある｡ こ の

堰 は
, 昭和2 3年 ～ 2 6 年に か けて, 県営用排水改良事業 で

施 工 した も の で
, 堤 長118 m

, 堤高3 . 8 m
, 左右岸に 2 ケ

所 の 土砂吐 と, 左岸 に 魚道を 備えて い る｡ 当時は
, 農業

用水 の 取水施設と して 築造 された もの で あ るが , 社会 の

変革に 伴な っ て , 仙 台圏工 業用水 , 仙台 市上水道 の 取水

施 設と して も利用され て い る ｡

2 . 頭首エ の 設計

頭首工 は , 利永, 治水 に 優れた 機能をも つ こ とを基 本

に , 水産資源 へ の 悪影響を 与えない こ と と , 3 者の 共 同

*
東北農政局名取川農業水利事業所

,

榊 東北農政局角田農業水利事業所

24

0 . 1 1 1 5 . 2

施 設と して の 機 能も併せ 持 つ こ とを十分 に配慮 し て設計

した ｡ 利水別取水計画 及び頭 首工 の 概要を表- 2
, 表-

3
, 図- 1 匠 示すd

表】2 利水別取水計画

利水名

水農

取水 口

右 岸

霊水歪l霊水豊
Ⅱヂ/ s e c

8 . 6 70

0 . 6 2 1

蓋取水頭取水率

述

訂

千
5 ･ 1.41

Ce

O

わ
00

述

4 ･

岸左

計
9 . 2 9 1

琳
市

0 . 042

4 . 24 0

1339

1 弘 4 6 8f 7 5 . 2

%

千 ガ/ 日

10 0 . 3 6 5 0 0f 17 . 8

1 4 . 4 141 7 . 0

水と土 第6 1 号 1 9 8 5



A

亡¢

算
付

け

鞠
巴
坤

-

冨
功

,
｡｡ ｡

1 ･ 平 面 図

2
,
｡牌

､

､

小

:ミ

l
】ヽ

l
い管 理 椅 橋 長 1 5 3

,
5 0 0

左岸取 7

く⊃
く⊃

く>

いつ

＼
･ -

- ､
_ _

_
軸

滑
･

- -
-

､

､
蓋
蒋

Q
く⊃

しーつ

ト.

l l l

ー
'

､
l
l

⊂〉

く⊃

く > ′ †

ミ ; l

寸
r

′

～
1

l =
l l

帖臥 ⊂ 〉

ロ
Q L -_

⊂ )

⊂⊃

⊂ )

0 〇

■

J‾ブ ■ ■.......

'
､

1
･
-

壇
一 -

.
†旬

∃監
言

ー一幸ギ7･
l ､

T l r †
′

く>
( ⊃

く>

顎

､
J

- r ナ
ー ■

･
⊥

ゥ ♪

･ -

1
‾‾‾‾‾‾‾ ､ -

- ロ

の

r
l

J ■ +

i
｢‾

+ し ノ､
､ 真二;

く=)

( q

⊂
〉

票F

張
く

>

‾7
J L･

⊂ 〉

く >

ノ
⊥j L 人

.ナ
+ 乙

JJ

ll

小

王
一

l
〉

l l
〉

1
t

iご
l
l

J
l

l

巨r:-
一

′ ′

l

ヽ

-
▲
-

_

M

⊂)

e
く
= 〉

し⊂〉

トー

7
亀
L【つ

J /

7
,
6 0 0

盲
柱
0

く>

く⊃

く
=

〉

の

旺コ‾‾
く⊃
(= )

N

I

口 ≠9 0 0

､ 水吐 ロ ー ラ ー ゲ 【 ト
Z

lま

, 0 琵 N o

･
2 洪水

驚品ぎ
ー ゲ ー ト

分
3 ‡堪

,
0

拉 恥 3 洪 7k 吐 ロ ー ラ ー ゲ ー ト 4

0 3 6 6 D O

チ士

0

1･-

Ⅳ0 1 主!

3 , 00 0

･堰柱
土 砂 吐 l ぬ

ローターゲ ー ト

( フ ラ ッ プ付)
1 5

.
0 0 0

千 丈水用ロ
ー

プ
ー

ゲ
ー ト

(3
,
0 0 0 W x 2

.
4 0 0 11 × 2 門)

2 . 正 面 図

Pl fも

m ロコ

D L = ユ0
.
0 0 0

ロコ 【工】

E L 2 4
,
3 0 0

E L

E L 1 6
,
0 0 0

2 旦 L ⊥
- 1

,
5 0 0' こ

3 0 ,6 0 0

E L 1 6

9
,
0 0 0

く
J ⊃

ト一寸

h h

〔コ

⊂ ⊃

E L 3 2
,
3 0 0 宍 [□ [口 【ロ [□

⊂ )

E L 2 7
,
7 5 0

E L 2 4
, 3 00

q ⊃

LD

1 6
,
0 0

V
へ

> へ 7 ′

こ
D

⊂ >

亡つ

ト

- t E L 2 0
◆
5 0 0

A 2

‾‾-･- 1
､

.一･･･････
--

一一一一
一 ■--‾‾‾‾‾‾‾‾

一 -･ 一･--
- ･･-

‾

寸

‾▲N

E L i 8
,
3 2 4 E い 8

･
3 2 4

六郷 鮒 水
m

N

E L 0
← 一

u
′ ､ 幹 7 路(2

,
4 0 0 W x

m

t I . W. L 2 4 , 2 5 4

竺 ± 控 =㌍

図- 1 頸 首 工 の 構 造 図

2
.
4 0 0fI)



表- 3 名 取 川 頭 首 工 の 概 要

施設名 梼 造 数置設

型 式

堰 長

堰 高

洪 水 吐

土 砂 吐

魚 道

取水施設

管 理 橋

管理施設

固定型全可 動式

133 . 8 m

3 . 4 7 6 m

シ ェ ル 構造鋼製 ロ ー ラ ー ゲ ー ト

粒径間 36 . 6 0 m 扉高 3 . 47 6 m

シ 土)レ構造 フ ラ ッ プ付鋼製 ロ ー ラ ー ゲ ー †

純径間 1 5 . 0 0 m 扉高上段 1 . 00 m 下段 2 . 4 7 6 m

階段 式魚梯 ( ロ タ ー ン 方式) 幅2 . 0 0 m 延長70 . O m I = 1/2 0

( 右岸) 鋼製 ロ ー ラ ー ゲ ー ト 純 径問3 . 00 m 扉高2 . 40 m

( 左岸) 丸 形鋳鉄製制水扉 卵00 皿

梼長 16 4 . 5 m 幅員4 . 00 m 2 等 橋

(管理事務所) 鉄 筋 コ ソ ク ワ ー ト2 階建 延 337 . 7 Ⅰぜ

( 予備 ゲ ー †格納庫) 鉄骨造 り 268 Ⅰβ

門

門

所

門

門

所

棟

ケ

ケ

3

1

2

2

1

1

1

表 - 4 頭 首 工 設 置 位 置 の 検 討

設置位置
計 画 諸 元

河川幅 l 河床高 2 高 水位 】 堰 上高

討 の 内 容

l 皿

11 . 8

m

2 5 0

T P m

1 7 . 0 5

T P m

2 2 , 2 0

m

4 . 6 0

山間部 か ら平野部 に移行す る地点 で特 に , 利水 , 治
水機能 に 影響 な い

｡

しか し, 堰長, 堰高 が, 各実 に 此 し て大 で あり, 工

事費が割高 とな る ｡

1 2 . 2 1 3 4 1 8 . 3 2 2 4 . 2 5 3 . 5 0

六 郷堰 の 直下流 1 00 m の 地点で , 現況 の 取水 口 に 最
も近く施設を現況利用で きる

, 治水上も可動堰をこ よ っ

て 改善 され る｡

1 2 . 4 10 5 18 . 82 2 6 . 4 1 3 . 2 0

六郷堰 と工 水取水口 の 中間軒こ位置 し, 上水取水口 の

直 上涜 で あ る
｡

こ の た め に , 上水 は 取水 口 の 移設と取

官変哲ア警董義票墓誌呈芸訂
に よ る取付水路が必要

1 3 . 0 1 0 0 2 2 . 2 32 ､ 8 3 . 0 0
河床が

, 最も安定 し て い る｡ し か し砂 防に つ い て十
分 な配慮 が必 要, 各用水 とも ト ソ ネ ル 等 に よ る取付水
路 が必要,

工 事費 が最もか さむ｡

(1) 位置の 選定

堰 の 設置位置 は, 土地改良事業計画設計基 準 頭 首 工

(以下 ｢ 設計基準+ と言う｡) 紅 示す 基本的な 事項 の 外

Fこ
,

ア ･ 上 ･ 工 水 の 取永施設は
, 既に

, 旧堰 の 上流に 設置さ

れて
, 供用も開始されて い る

｡

イ ･ 六郷幹 線用水路
, 並び に 木流裾 の 改修 ほ完 了し て い

る｡

など, 現 場条件 を考 慮す る 必要 が あり, これ を含 め て

頭首工 設 置位置を換討 し た結果 ほ表一 4 の と お り で あ

る○ こ の 中で
, 経済性や安定取 如 こ優れ, 工 事期間 中,

各用水 の 確保に 支障を与 えない など有利性 の ある河 口 か

ら12 ･ 2 血
,

旧堰 の 下流 1 00 m の 地点を 選定 した ｡

(2) 堰体の 設計

ア 地 質

堰設置地点に お け る地質は , 砂岩 を主体 とす る第 3 期

中新世 の 軟岩 (弾性波速度 P 汲 1 . 0 ～ 2 . O k n/ s) で 構成さ

れ て い る
｡

こ の 岩類は, q u = 2 5 ～ 7 0 k g/ α1
2 の 強 さをも

ち
, 非常に 密な様相を呈 して い るが,

ハ ソ マ
一 等でPP く

と簡単 に 崩れ
, 更に

, そ の 破砕 した 岩片ほ , 数週間 の放

置に よ っ て 砂状化す る性質を有 して い る
｡

しか し
, 堰 体

基礎 と して の 耐力ほ設 計荷 重か らみ て十 分に 期 待 で き

る ｡

イ . 取水堰 の 型式

1 2 . 2 血 地点 の 河床 は
, 河 川堆積物 が蒔く所 々 に岩盤 の

露頭 がみ られ る
｡ 従 っ て

, 堰 の 基礎型式 は,
フ ィ ッ ク ス

ド タ イ プ とし, 堰 の 型式 ほ, 治永, 利永上 の 諸条件を考

慮 し て全面可動 とした ｡

ウ . 可動部 の 敷高

計画当初, 自然河川 と コ ン ク リ ー ト敷上 の 粗度紅 よ る

- 4 4 -
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エ ネ ル ギ
ー の 差 だ 仇 原河床 よ り堰 の 敷高 を上げ る こ と

に 着目 し た が, 直轄区間 の 水理条件 か ら12+､2 加 地点 の 推

定計画河床 首 ( T P
‾
-1 8二32 0 血) を求めた 絵 島一原河床

高 とほ ぼ 一 致 し て お り,
ま た

, 河川管理者 との 協議匿 お

い て;, 治水 上 直療区間- と‾わ整合性 を図る よ う, 要請さ

れ た こと‾も あ っ 七･ 推定河床高 を可動部 の 敷高 と決定 し

た｡

敷高を原河床 と等 しく した こ一とに よ る堰敷 上 め 堆 砂

は,

.
旧堰 上流 の 堆砂 の 粒度か ら試 算 す る と;■土砂吐 で

は;̀'′平水涜量時 の
ノ

1 1 . 0 5血ぎ/ S でも十分 な掃流力 が得 られ

て い る
｡

=

供水吐に ? い て は;‾水面形 が限界流時 の62 ･ 2

ぜ/S 以下の 場合むも‾清流 力はやヰ不足 ぎみ で あるが, 固

定床 の流水抵抗 は移動床 に 比 し
,

■
ほ る かに 小 さ い ので 掃

砂能 力は十分 と考 えられ る
｡

エ‾
.′ 堰一員の 標高

ゲ
ー

トの 天端標高 は , 上 ･ 工 水の 取永ロが 既 設 セ あ

り, また , 農水に お い セも左右岸 の 幹線用水路が既 に 施

工 され て い る こ と か ち, 各取水 白が満足す る水位 T P

2 1 . 7 0 0 m に 波浪高 の1 0 00 を加 え21 . 8 0 0 皿 とした
｡

オ . 堰可動部 の 径間長

12 . 2 血 地点 の 計画高水流量 3 . 4 0 0Ⅰぜ/ s を安全 に 流下 し

う る計画高水位 ( T P 2 4 . 2 5 4 m ) の 水面幅は 1 33 . 8 m で

あり
,

右岸 に 土砂吐 1 門, 洪 水吐は 等径間で 設置す るも

の と して , 河川管理施設等構造令 (以下, ｢ 構造令+ と言

う｡) に より可動部 の 径間
■兵を求め る｡ 構造令 第39 条で

ほ , 2 ,
0(氾 ～ 4

,
0 0 0Ⅰぜ/ s の 中流模河川で は ,

(刀 可動部 の うち 土砂吐 め効用を兼ね る部分 の 径間長,

1 5 m 以 上

(イ) 可動部 の 径間長 の 平均値 30 m 以上,

こ れか ら, 可動部 の 径間数 N を求め る と,

N =

B ＋0 . 5 (b l ＋ b
2)

b ｡

こ こ に , B = 1 3 3 . 8 m
,

b l
= 3 . O m

,
b 皿

= 2 . 5 m

b ｡
= 3 0 . O m

= 幽 = 4 . 6
3 0

以上か ら4 径間 と決定 した ｡ 土砂吐は
, 常時 の 水位調

節を兼ね て 2 段 ゲ ー ト タ イ プ とした ｡ 土砂吐可動部 の 径

間長 は
, 河 川 流 況 頻度 の80 % 以上 ( 表 ⊥ 2 の 豊水期流

量) を調節す る こ とと して
, 堰 の 単位幅 当た りの 越流量

q を求め る と,

旦

q = C r
･ E 2

C r : 流量係数

0 . 3 < L / Ⅱ < 2 . 5 ,

C r
=

0 . 9 8 4 ＋ L / E

0 . 5 00 十 L / Ⅱ

E = 0 . 9 m
, L

= 2 . 2 m

= 1 . 5 9

3

= 1 . 串9 × 0 . 9
す

〒1 . 3¢ぜ/ 5/_
m

豊水期流量時 17 . 2 1 ロぎ/ s

′
で あ るか･ら,

‾フ ラ グ プゲ ー ト

の 水密静 1 . 4 m を加 えて
, 土 砂吐の 鞄径間を1串∴O m 与し

た ｡ ま た
, 洪 水吐 に つ い て は ,

ピ ァ
ー の 幅を3 ･ O m と､

_
し ,

径間数を 等径間3 門 とすれ ば, 可動部 1一門の 純 径間は

36 . 6 m とな っ た
｡ ( 図

-

1 ) こ の 場合, 河 積阻害 率ほ6 ･ 7

% とな り構造令を満足するこ､

(3) 魚道工 の設 計

ア . 設置理 由

名取川に 生息す る遡河怪魚 熟 ま, ア ユ
,′シ ロ サ ケ , サ

ク ラ マ ス な どで あ る
｡ 本川ほi その 産額■( 表 - 5 ) か ら

み て , ア ユ の 遡上が最も重要で あ′り,

. 更に
!
‾サ ク ラ マ ス

の 遡 上も可能にす る こ とが 望 ま レ い ｡

一

方 ,
シ ロ サ 牛

は , 堰 の 下流で 捕獲フ 化作業が 行われて お り, ･堰 設置に

ょ る影響は 少な い
｡

またi 河川 の 中流域 で 摂飼, 生長 の

た め海 か ら移 動す る ウナギ は ,

.･
障害 に よ く･対 処す ろと言

われ て い る が
, 上流域 へ 移 動を助 ゆ るキめ の 人工 的配慮

が必 要で あ る｡
こ の た め

卜 魚道 設置の 対象魚種 は, 主に

ア ユ と して
,

サ ク ラ マ ス
,

ウ ナ ギ に つ い て も配慮 した ｡

表 - 5 名取 川に お け る種 ア ユ の 放流 量 と漁獲高

放 流 量
年 度

漁 獲 高

量重 数
"

尾
､

声 量 】 尾 数

昭53 年 1
,
2 5 0

k g
3 10 , 0 0 0 1 4

,
0 0 0

k gl 3 5 0
,
00 0

5 4 1
,
(氾0 2 50

,
0 0 0 1 2 , 5 0 0 1 3 10

,
0 00

5 5 7 6 0 19 0 , 0 0 0-j-_--_ 9
,
0 0 0 1 2 30 ,

0 00

注) 放流 量は,
4 g /尾 , 魚琴高 は40 g で 換算 して あ る

イ . 魚道の 型式と規模

負琴は , 階段式魚梯 と し左右岸に 設け る こ とと した
○

こ の 魚道 の 有利性は ,

(刀 休息 プ ー ル が多くとれ, 魚梯 内の 流速が比較 的速く

て も魚は 遡上 し易い ｡

(イ) 清 孔の 水流は 安定 して い る
_

｡

桝 構造が簡単で 実施例も多く, 魚業関係 者の 同意が得

られ易い
｡

帥 現況 に 即 して い る｡

な ど, 他の 型式に 比 し て 有利で ある｡

魚梯 内の プ ー ル の 規模は
, 遡 上対 象とす る魚種むこよ っ

て 異な る｡
ア メ リ カで 提示 され て い る プ ー ル の 規格 ほ,

サ ケ
,

マ ス の 場合, 長さ 2 . 4 m
, 幅 1 . 8 m

, 深さ 0 . 9 m

以 上 小形 マ ス の 場 合, 長さ 1 . 8 m
, 幅 1 . 2 m

, 深さ

0 . 9 I n 以上 とされ,
ア ユ など のカ､ 型魚種 に つ い て は 明確

に され て い ない ｡ こ こ で ほ ,
ア メ リ カ にお ける規格 を参

考に , 椎 ア ユ の 遊泳行動範 囲と設計基準 を基 に
,

プ ー ル

の 規模 を求 め る こ ととし た｡

ー 45 - 水 と土 第61 号 19 8 5



名取川で は, 遡 上の 最 盛期 に 椎 ア ユ は, 4 0
,
0 0 0尾/ 日

が遡 上す ると試算されて い る｡

一

方 ,
ア ユ が遡上する 時

間帯は , 日 中の 6 時間程度 で あり, 特むこ , 1 3 ～ 15 時に か

けて 集中 して い る｡
こ れか ら, プ r ル に 滞 留する椎 ア ユ

数 n を求め ると

n = =

T x 6 0 6 × 6 0

N x t x f
㌧

_
2 0

,
0 0 0 × 3 × 3

= 5 0 0 尾

こ こ に N : 魚道 1 ケ所 当た りの ア ユ の 遡上数

( 尾/ 日)

T : 日 当た り遡 上時間 ( b )

t ､
: 1 プ ー ル の 滞 留時間- ( m i n )

f : ピ ー ク 時の 遡上加算率

各 プ ー ル に滞 留す る稚-ア 土 の 平均体長を7 血 とすれば
,

5 00 尾に 必要面積A は , 次式か ら求め られ る｡

- A = ; 血((βi 2 ＋β皇軍) ご 5 00 (0 . 7
乏
十0二7 り = 4 . 9 Ⅰぜ

こ こ に g l ∴
:■推 ア ユ の回転 の た め の 面積

β岳: 各魚体間 の 間隔面積

以上 の 試算か ら,
プ ー ル の 塀格は ,

2 . 5 × 2 . 0 × 0 .

_
9 m と

し面積 ほ 5 . 0 Ⅰ好 とし た｡

ウ 魚 の 登 り口 と流 速

ア ユ i羊強い 流向性と堰 か らの 越流酔 こ集 る 習 性 が あ

る｡ こ の 習性 の 利用が
, 魚道内軒こ魚を導く, 篠辺 三 郎氏

の実験中与よ ると
, 魚道 の ほ か に 土砂吐や調 節ゲ ー

†か ら

放 流す ると
, 魚は

, 遡上 の 刺激は 受け るがゲ
ー

ト下流部

こ滞 留 して
, 魚道 剛 王登らない ｡ しか し

, 土 砂吐や調節

デ ー トか ら の 水勢よ り魚道か ら の 放流水が卓越 して い る

鼻合 は,一 魚道か ら の 遡上が多く怒 ると報告されて い る｡

ニ の こ と血 堰 に磨近 して 登りn を決め ると共乾, 魚蒔
こ 適当な流 速を与 えればよ い こ ととなろ｡ ま七, 本施設

D 場合 ,

_
堰高 が ∵ 般の 堰 に埠し て高 く, 直線的な魚道と

して, ア ユ の耐流 速堆 か ら勾配 を設畠する と, 魚 道の 出

コ は堰 か ら離 れる こ ととな り降下時申魚甲集りが悪くな

るた め に ,
こ こ で は , 図 -

2 に示 すロ 久÷ソ方式 を採東

レて , 魚道 の登 りロ を堰 直流とす る と共 に, 魚道 の 出口

.を堰 直上汲とする よ う配 慮し た ｡

1 2 . 2 如 と海に蔽い 本頭首土地点 町は, 比較 的早 い 時期
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■奉 干6 白石芳 丁 氏町 よ ろ各流速乾 お け る アキ の 耐

､ 久時間 ( 19 5 5 年報 告)

∵

体
( Ⅶm )

長

_
-l

流
( 血′s )

速

,l
耐

急讃
周

d
O6

卯

乃

81

乃

防

12

磁

8 3

6 5

7 2

1

1

紀

85

19

311

08

77

5

1

4

3

5

5

0

0

5

5

血
0

0

2

4

5

0

0

2 . 16

1 . 9 4

1 . 4 9

1 . 13

1二13

エ∴13

1 . 13

1
,
二
ほ

1 . 1 3

1 . 13

Ⅰ. 13

1 . 1 3

1 . 13

1 . 13

1 . 1 3

1 . 6 1

0 . 9 3

甲
5

■一52

畑

湖

脚

部

姉

別

3 7

糊

35 3

12

畑

沈

溺

弧

匠 ア ユ が遡上 し てく る｡ こ の 時 の 推 ア ユ は , 体長60 ～ 8 0

叫 体重 3 ～ 5 g のも の が多く, 遡上力
‾
も比較的 執

■
､ も

の と予想 され る｡ 白石芳 ⊥ 氏に よれば,
‾ァ 立 の遡上可能

流速 は,･ お おむね1 . 0 ～ 2 . O m / S とされ るが, 表
-

6 が

示す よ
=

ぅにナ
‾

ユ の 大 きさ申達 い 紅 よ る耐久時間 の 差が あ

り■, こ こ で は, 魚道 内申平均流速 を 1 . 4 m / s 匠制 限し

て , 模型実験匠 よ り仮定 し た魚梯の 形状寸法が,

.
こ の 嘉

一_ゝ▲
三 浦

件 を満足す る こ とを確認■し恵｡ 模型実験の 内容 に つ い て

ほ省略す る
､

｡

干 二食草甲構垂

水聾廃酸実験 の 姑異 に基 づき洩格を次 の よ うに定 め 図

二‾‾呑吐表す観畠
‾
とした

｡

魚道 の 勾配 -･

ノ.壷 ヂの 親格

清黎の 規格 ･

帝嘩の 単∵落差

水槽 の 容量 ‾▼

1/20

5 ×50 血

2 6一女20 c m

l牢㌫

3二0 ×2 . 0 × 0 . 9 皿

14.1_
二土 プnニン保護 工 由設 計

干 プ ロ ソ 耐摩耗対策工 蔭? 設計 に 当年 り て,

下 量,._ 粒径, 一涜 永 の適度転.査の 産 量的 判断 は,

土 砂 の革
定性的 匠

魚梯の断面

⇒ Fl 叩 < >

lカ
ト

▼ ■ 一
I ■ ● ヽ ●･､

ゝ 潜孔20 0 × 20 0 ∫ .
. .

3
,
00 0 25 0

急騰 の 臨月姿

000

●
●

■
● ●

●
●

ー ノ‾プチ･ 一

ユ

0

ウ
¢

周一急 魚道の 構 造図

似 か よ っ た 場所 で の 事例 を参考乾 し てもこる のや
ミ現状 であ

る｡ 本堰 で は
, 耐摩耗 対策 の 一 つ の 工法 とし七,

コ▼シク

, - ト自体の 耐衝撃性 を高 め る こ とに費 目 し,
■土 プ

て

p ソ

合成 ゴ ム マ
タ トの 被覆 状況

表 - 7 コ ニ プ ロ ソ , コ ン ク リ
ー

ト の 配合

粧
凛

骨 材'′■町■l‾▲

大 寸 法
恐山

‾‾一丁, ス ヲ γ プ■の-■
て

萄 -
∴

臥
( 瓜 l)

空気量の 範囲

･ ( % ) -

単位永量

W
■

垣

▲単
.
‾‾ 位

セ メ ソ ト量
C ( 垣)

水 セ ≠ソ ト埠
】

Ⅳ/ C ( % )

単位細骨
材 量
- S ( 垣)

単 枚数骨

材 【二 量
G ( 垣)

40 - 1 5 土 1 . 5 1 4 土1 1 1 4 8 】 28 3 l . 5 2 . 3 7 3 7 1 -1 1 17 4 二

一
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部 コ ソ ク リ ー ト の 品質改善に努 め た ｡ その 示方配合は 表

一 7 の とお りで あ る｡ 更紅 , 土砂吐に ら い て は , 小 出永

時 でも土砂 の 流下が予測 され る こ とか ら, 試験的意味あ

い を含 め て ,

_
グ ー †直下流 ほ合成 ゴ ム マ ッ ト披覆工 法,

′

その上 ･ 下流 は
, 真空処理 工法 を採 用 した ( 図- 2 )

｡

二ま た , 今後 の 研 究の 一 助 として ,
エ プ ロ ソ の 一 部に無

処理 の コ ソ ク リ ー ト部を 残 し,
工 法別 に

, 摩耗 の 状況な

どを追跡調査 し て経年変化を測 定す るこ とと して い る
｡

(5) ゲ ー トの設 計

各種 ゲ
ー

下の 諸元 は , 表
⊥
8 に 示す ｡ 予備 ゲ ー ト は ,

洪 水吐ゲ
ー

†甘こ準 じて 設計 した
｡

ア 洪 水吐ゲ ー ト

扉体 の 形状は , 扉高3 . 48 m
, 幅2 . 9 0 m の シ ェ ル 構造 の

ロ
ー

ラ ー ゲ ー

ト と し , 上向力に よ る 巻上荷 重 の軽 減を 図

るた め , 前面ス キ ソ プ レ
ー トの 下部を傾斜 させ た 前面屈

曲形と し;‾扉体の 下面状ほ, 戸当た り面むこ対 して2 0皮の

跳 上げ角をと り, 半開放 時に お け る排砂効果と, 下流側

流 況の 安定を図 る構造とL た ｡ しか し, 遷移領域でほ ,

跳永の 影響を受けて 若干流況が乱れ るも の と思われ る｡

また; 製作 に 当た っ て 特に 配慮 した こ とは
, 径間36 . 6

m
, 重量 10 5 . 8 t の 扉体 の分割 で ある｡ 結 論的 剛 ま, 据

付 コ ス ト の 軽減を図 るた め 牢も, 陸上部 の 交通が許容す

る最大限の 範囲で 分割す る こ とと して , 径間は 5 分与軌

更に , 端部戸 当た り部を除く中央は 2 分割 とし, 計8 分

割と した ｡
こ の こ とに よ っ て ,

1 個 の 重量を最大18 . 3 t

に 抑 える こ とがで きた ｡

戸 当た り金物は
,

エ プ ロ ソ と同 一 高 さに 据付 し, 面に

ほ S 口 S 3 0 4 を採用, 扉体リ ッ プ部 ( リ ッ プ革250 皿) と

の 水密性 と防蝕効果に 努め て い る
｡

ま た , 土木構造 との

一 体性を 図 るた め , 低部戸 当た り部 は仲宿継手 を設けた
｡

表 一 8 ゲ ー ト 計 画 諸 元 一

覧 表

名 称

項 目

洪水吐 ゲ ー ト
土 砂 吐 ゲ ー ト 1 取 入 ロ ゲ ー ト

下 段 扉 扉段上 右 岸 】 左 岸

用 途 洪 水 放 流 流

流

掃

放

砂

水

土

洪

節

等

調位永

流

取 水 量 調 節 同 左

鋼 製
ロ ー ラ ゲ ー ト

同 左

( フ ラ ッ プ付)

鋼
.
製

フ ラ ソ プゲ r l ･

鋼 製
ロ ー ラゲ ニ ー

銅 製 又 は

′鋳 鉄 製_
ス ラ イ ドゲ ー ト

設 置 数 2 1 1

粒 径 問
m

3 6 .■60 0

m

1 5 . 0 0 0

m

3 . 00 0

扉 高( 有効高)

ゲ ー ト
‾
天 囁標高

〝 敷 標 高

3
,
4 7 6

E L 2 1 . 8(氾

E L 1 8 . 3 2 4

3 . 47 6

E L 2 1 . 8 0 0

E L 18 . 3 2 4

1 . 0 00

E L 2 1 . 8 00

B L 2 0 . 8 00

2 . 4 0 0

E L 2 2 . 2 0 0

B L 1 9 . 6 0 0

≠90 0

E L ,2 1 . 4 5 0

E L 2 0 . 5 5 0

設 計 水 深
3謁76 l 3謁76 l l謁｡｡ l ･ 芸5 00 l 芸7 5｡

上 流 側 水 位 E L 2 2 . 3 00 1 E L 2 2 . 3 0 0 E L 2 2 . 3 0 0 】 E L 2 4 . 3 0 0‾‾l E L 2 4 . 3 0 0

下 流 側 水 位 E L 1 8 . 3 2 4 1 E L 1 8 . 32 4 E L 2 0 . 8 0 0 E L 1 9 . 8 0 0 1 E L 2 0 . 5 5 0

m

l +て5 0

E L 2 2 . 白00

m

l . 5 0 0

m

2 . 5 0 03謁76 l 3謁76

訂こ
‾‾

前 言蒜

操 作 水一深

上 流 側 水 位 E L 2 2 . 30 0 1 E L 2 2 . 3 0 0

下 流 側 水 位 E L 1 8 . 3 2 4 1 E L 18 . 3 2 4 E L 2 0 . 8 00 1 E L 1 9 . 8 0 0 1 玉 L 2 0 . 5 50

隷 ､密 方 式 前面 3 方 ゴ ム 水 密】雷雲紹晶左巻l 前面 3 方 ゴ:ム 水密l 警雲ゴ ム 水 密l 後両全周 永密

巻 上 方 式

2 モ ー タ
,

2 ド ラ

ム

両端 ロー
ー プ巻取 式

1 モ ー タ
, 2 ドラ

ム

両端 ロ ー プ巻取式

1 モ ー タ
,

1 ドラ

ム

片側 ロ ー プ巻取式

電動 ス ピ ン ド′レ

2 遵
電動ス ピ ン ド′レ

開 閉 速 度 0 . 3 m / m i n 0 . 3 m / m i n 1 0 . 3 m / m i n 0 . 3 I n / m i n 0 . 3 m / m i n

揚 程 ⊥i
m 】 m

7二‾Ⅰ76 1 7 . 1 7 6 1 1 . 0 0 0

m

2 . 7 0 0

振 作 方 法 機 側 及 び 遠方 l 同 左 l 同 左 l 同 左 l 同

-

4 8
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園- 4 本体 ゲ 丁 ト の 断面

イ 土砂吐ゲ
ー

ト

土砂吐 ゲ ー ト は , 本来の 機能 の ほ か , 上流永位 の 必要

性か ら, 河川 中流域 の 取水堰で
,

一 般に 広く使用 され て

5 フ ラ ッ プ付 ロ ーラ ー ゲ ー

_
ト を 採用したd‾こ

′
の フ ラ ッ

ブ ー ト は ,

､ ノノ フ ラ ッ プ百こ作 用す る荷 重を
, 下段 屏カラ支持す声構造

となり, 扉高 即 こ 対す る 7 ラ
,
ツ

L

プ E l の 比率に 制約を

受 ける こ と,

(イ) E
l/ E が大きく な る.阜, 下段 扉の 構造が大となり,

特 に長径間 では構造 的に成 りた た な い ○

(勿 下流水 位が高 い 状態 で
,

フ ラ ッ プ を全開 し て放流す

る 場合,
フ ラ ッ プが震動す る｡

などの 問題 があり,

一 般に
,

H l/ E = 1/ 3 程度 に し て い る

例が多い ｡
こ こ で ほ ,

フ ラ ッ プゲ ー ト の 高 さを,
お お よ

そ H
l/ E = 1/ 3 . 5 の 1 . O m と した ｡

こ の 場合 , 上流 水位

の 制御は
, 草水年 の 流量を 上廻 る 22Ⅰぜ/ s ま で調 整可能

で ある｡

下段扉 の 扉休は , 高 さ2 . 4 8 m
, 幅1 . 4 0 m の シ キ ル 構造

の ロ ーラ
､

- ゲ ー ト と し , 上部 フ ラ ッ プゲ
ー

ト と の 取付部

は , 永密 ゴ ム に よ っ 七永密性を高や七い る｡ 断面形状や

戸 当た りの 構造 は洪水 吐ゲ ー トに準 じた｡

り 予備 ゲ ー ト

上 ･ 工 水 と の 共 用施設 で あ串本頭 首工 は , 年 間を通 じ

た 上流 水位の 確保 が条件 で あり, 予備 ゲ ー トは , 本ゲ
ー

ト補修 の さい 一 時 的に 使 用し て 取水位の 確 保を 目的 と
‾
し

て い る｡
こ の 設 置場所 は , 本休 ゲ ー ト の 直 下流 と し ク

レ
ー ン 等 で 容易に 組立 て られ るよ う配 慮 し七あ る｡

こ の ゲ ー ト の 側 部戸当た りは , 堰柱 に設けられ
, 中間

部 は ,
バ ッ ト レ ス タイ プの 戸当た り と し,

ス テ イ は エ プ

ロ ソ に 設置 した 支持 ベ ー ス に 取付けられ る構造むこ して あ

る ( 図- 5 ) 角落 しの 規格ほ , 長 さ5 . 0 0 皿
, 幅1 . 2 0 皿 あ

鋼製と し, 土砂吐
, 洪 水吐の い ずれむこも使用可能なス パ

ソ 割 りと した ｡

ガイ ドシ ョ
ー

Ⅰ′
本ゲ ‾

ト

取 水位E L 2 1
,
70 0

戸当ブ レ ー

ス

予備ゲ
ー

ト

イテス

甑
0
0

り
.

M

支持 ベ ー

ス

図- 5 予備 ゲ ー ト側面図

3 . 頭首エ の 施 工

工 事は
, 昭和57 年1 1月 に 着手し, 6 0 年 3 月 に 完成 を み

て い る｡ 内容的に は
,

目新 しい 嘩殊 な工法 を採 り入れ た

困難 な作 業で ほ なか っ た が
,

た だ , 工 期 的な制 約と関係

者 との 意見の 調 整に時 間を要 した ｡

こ こ で は
,

工 事施工むこ 当た っ て特 に 検討 した 事項 に つ

-･ 49 一 水 と土 葬6 1号 19 8 5



い て 述 べ
, 本体工 事 の 施工 に つ い て は 省略す る｡

(1) 施エ の 手順

工事 を実施 す るに 当た っ て の 基 地は , 仮設用地を 確保

し易 い 右岸側甘こ 設け られ, まず, 仮設 道路を新 設, 資材

は 全て こ の 道路を通 じて 現場内 に 鼓入 された ｡

･ 本体工 事は, 仮締切工 の 沸模, 河川 の 流下能力,
ユ 事

量な どか ら3 期3 年に分 割 し, 右 岸部の 主要 施設, 左岸

部 の 全て の 施設, 右岸部 の 付帯施設 と旧堰 撤去の 手職で

第 1 期 工事 の 現場状況

供水吐 ゲ ー ト の 据付状況

施 工 された｡

期別 ごとの 河 川内の 工 事 期 間 ほ, 1 期 , 2 期 工事と

も, 非 出水期 の 10 月 か ら翌年 の 5 月末日 の 8 ケ月間 で あ

り,
1 期 工事 ほ, 用地問題 の 解決忙 時間 を費や し 11 月

の 着 工 となっ た｡ ま た , 3 期 工事と右岸上流護岸 工 とl日

堰撤去が主な作業 で あり, ア ユ の 遡上 ･ 下降 の時期な避

け て10 月 か ら開始 さ れた｡ なお, 管理室や ゲ
ー

下格納庫

ほ 工事量 の 平均化 を因 っ て, 2 期 工事 の 7 月 以 降 と し

た ｡
工事 工程表 を表- 9 に示す｡

(2) 仮締切 工

仮締切 工 の 計画高水流量 は
, 過去10 ケ 年 の 最大値 で あ

る井 出水 期 の 5 00 が/ s で計画 し,
工事量 などを勘案 して

半川締切 に よ っ て実施 し た｡ 1 期 工事最盛期 の 4 月 1 日

に融雪 に よ る増水 の た め ,

一

部越 水被害 が発生 した が,

締切工
一

部手直 しに よ っ て , 工 事むま順調をこ進捗 した ｡

仮締切 工 の 構造ほ , 河床が岩盤 で ある こ とを掩 えて
,

工期 の 制約上短期 間に 施工 ･ 換去 が可健で あ る こ とや,

経済性か ら, 捷式 山留工 法 を採用 した
｡
- (図 一 6 ) その

E L 22 ,
2 00

く= 〉

く⊃
Lr〉

吉
崎

■

一

0
0

伯

ご

く>
⊂)

1 = )

0
0
日

.

寸

2 1
,
70 0

コ ンクリート

1 3 5 k g/ 甜
…

表- 9 工 事 工 程 表

幽

鋼矢板Ⅰ工型 L = 4
,
50 0

中詰土
苦
ト

J

○

¢
咄

J

国
- 6 仮締切工 の 断面

0
0
の

.

m

全 体 57 年度 5 8 年度 59 年度

堰 中 エ プ ロ ン コ ンクリ ー トⅤ = 9500

1 2 4

l

1 2

l

3

護 岸 L = 2 8 2 Ⅱl

2 9 1 2 2

ゲ ー ト 据 付 4 門
4 6 4 6 ユ 3

■ ■

管 理棟 お よ ぴ
ゲ ー ト格納庫

2 棟
7 8

旧 堰 撤 去 Ⅴ = 2 7 0 0
1 2 2

l■ ■

1 0 2

■■■ - ■

仮 設
1 次締切 L = 2 3 7 皿

2 次締切 L : = 2 7 3 m

1 2 6 1 2 6 1 3 -
‾ ll■ ■
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前面 鏑矢板 の打 込みは, 主に ジ ェ ッ ト ミイ ブ p 工法 を用

い
,

一

部硬質 な軟著部に 溝 掛 こよ る建込み した ｡ また ,

棍 固め は, 矢板 の 前面 が洗推 され る と締切 の 安定性が 損

なあ れ危険性が増すた め, コ ン ク リ
ー

トに よ る充囁 を図

っ た ｡ 撞 杭は, オ ー ガ併 用匠 よ る パ イ プ ロ 工法を 採用 し

た｡′

($) 堰本体の 掘削

排水干 陸後, 直ち に, 堰体 や エ プ ロ ン な どの 拓削を行

っ た ｡
1 期工 事は, リ ッ パ な どで 岩盤を全面 にわ た っ て破

砕 し,
ブ ル ド ー ザ で集 土を行 い 残土 は埋 立て地 な ど忙分

散して擬 出 して い た が, 岩盤面を放 置 して い た た め
, 凍

結融解作用に よ っ て 表面がボ ロ ボ ロ甘こ風化 し, 人力に よ

る整形を更甘こ加え る こ ととな っ た ｡ こ の た め に , 2 期工

事 で ほ, リ ッ パ した 岩盤は その ままで放 置 し
,

コ ソ ク リ

ー †打設計画に 合せ て 准尉 ･ 整形 した ｡ 整形後は, シ ー

†等 で覆 い 岩盤 の 保温養生を行 い 凍替防止に 努め た ｡

湧水ほ 破砕帯 などか ら多少み られた が, ダ ラ サ ト に よ

っ て 止水を囲 っ た ｡ また, 破砕帝は ,
コ ン ク ク ー ト で置

換え補強 し た ｡

(4) 旧確の 撤去

ユ プ ロ ソ
, 護床工 な ど堰 の 安定 に 影響 しな い 啓分は ,

ジ ャ イ ア ソ ー プ レ ー カ などで , 真の 渇水期匠 集中的に 作

業 を行 い 本体部分 の 撤去に 償 えた ｡

堰本体 の 撤去 は, 共 同工 事 との 関連で 水上作業 に よ っ

て行われ たが, 既設 コ ソ ク リ ー ゝが比戟的堅固なた め,
‾

困発 な作業に な っ た｡ 作業は , まず, 右岸紅 コ ン ク リ ー

下が らを陸揚げす るた め の 践棟を設置 して か ら, 組立 て

た ユ ニ フ ロ
ー トに

, 水中ブ レ ー

カ を取付け た タ ロ
ー ヲ や

療鈴 の た め の 発電機及 び ウ イ ン チ などを搭載 し た ブ レ ー

カ台船 と故砕 した コ ソ ク ワ ー 下が らや河川堆積物 を竣深

す る た め の タ ラ ム シ ェ ル台鈴 (操船 の た め の 装備 は ブ レ

ー カ 台船 と 同 じ) を範立 て, 準備す る こ とか ら 始 ま っ

た ｡

作 業をも 旧堰 の 上流 に堆積 して い る土 砂の 汝深 か ら開

始 され, 腰 次本体の 撤 去を図 っ た｡ しか し, 始 め は ア ン

カ不足 の た め に 衝撃力が浮 力紅吸 収 され て作業 は難行 し

た が, ア ソ カ を堰 体に抱 き こ むな ど補 強して か ら, 作美

は 原調に進 展 した ｡

旧堰 撤去 の 状況-

なお
, 本 作菜で

,
コ ン ク ア ー トを取 りこ わすた め の 膨

張材 の 使用を蔑 み て み た が
, .

コ ソ ク リ ー ト自体 の 亀裂や

水中作業 の た め に
, 膨張力が吸収され る など効果 がみ ら

れなか っ た ｡

ブ レ
ー カ台船

ユ ニ フ ロ ー ト 8 台使 用 (10 2 ボ) ,
4 2 t 穂

ク ロ ー ラ (0 . 6 Ⅰぜ級) , 発 電梯 42 P S
, 水 中ブ レ

ー カ各

1 台 ,
ウ イ ソ チ 4 台

ク ラ ム シ ェ ル 台船

ユ ニ フ ロ ー ト 1 4 台使用 (19 2 ぜ) , 1 1 0 t 積

ク ラ ム シ ェ ル ( 2 . 0 1ぜ級) , 発電橡 42 P S , 各 1 台 ,
ウ

イ ソ チ 4 合

お ぁ りに

本頭首工 は, 昭和60 年 3'月 ほ ぼ完成 し, 4 月か らほ ,

名取土地改良区, 宮城県企業局, 仙台市水道局 の 三 者 で

管理す る運 び とな っ た ｡

国営名取川農業水利事業が終盤 を迎 えて
, 本施設は

,

急拠 計画変更匠 よ り改築す る こ とと した もの で あり, 設

計 ･ 工 事 とも工 期的をこ大 きな制約を受け て実施 した た め

に,
一 部施設 に幾 つ か の 問題点 が残 され て い る｡ し か し,

多く の 人 々 の 創意工 夫 と 熱意や, た ゆまぬ 努力 に よ っ て ,

事故も なく完成 し た こ とは, 大 い に感謝 し て い る｡ 最後

に , 本報 告をす る匠 当た り
,

ご協 力下さ っ た方 々 に
, 誌

上 を借 りて 謝意 を表 しま す｡
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【ま じめ に

十勝 中央大橋 ほ農 林水産 省構造 改善 局所管の 補助 事業

で あ る道 営広域 営農 団地 農道整備 事業 , 十勝 中央地 区の

一 とし て 計画 された b こ れ 咤 一 級河川十勝川 を横断す る

横長 77 2 ･ 5 m の 橋 で , 主橋梁は 主径間が 250 m
, 主桁 部

ほ 裸使用 の 耐候性鋼材, 主塔ほ 鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト 構造 の

複合型斜長橋 で ある
｡

こ の タ イ プほ 目下 の とこ ろ我が国

でも稀なも の であ る こ とか ら, 主に そ の 形式 ･ 材質等¢

決 定経緯 及び施 工状 況甲
一 部に つ い て報告しま す｡

1 . 地 区概要

本地区 は北海道十勝支庁管 内の 削 ぎ中央 に 位置 し
, 帯

広 市, 音更町, 幕別町, 中札 内村 の 1 舟2 町 1 村に また

0
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図- 1 地区位置図
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が る受益面積26
,
3 3 1 b a

, 全 体総事業費_
1

,
2 8 6 百万 臨 痕

延長約46 . 5 血l の 事業 の
一 期分と して【沼和56 年度むこ採 択さ

れ, こ の 総事業 費は6
,-5 00 百万 円,

._
道路延長時1与4 血 で

ある｡

こ の 路線は
, 地域 の 主要農産物 であ る牛乳 + 馬飴薯 ･

ビ ー ト等 を
, 乳 業 工 場や 馬 鈴薯 の ア イ ソ ト ー プ照射 セ ン
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′
･ 澱粉工 壕 ･ ビ ー
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直送す るた め の 道路と して 利用され る
｡

農畜産物及び 農業関係資材を輸 送 し
,
‾生 産地 と消費地

を鈷ギ農栗田道路と して 効果を大い に 期待されて い る｡

十勝中央大橋は, こ の 広域農道が十勝川を横切 る部分

に 無痛され畠延長7 72 . 5一皿 の 橋東で ある｡

2 . 斜 張橋 に つ い て

2 -1 斜張橋 の特徴

一斜張橋} 主桁 ･ 塔 ･ ケ ー ブル か ら成立 っ て お り斜 ケ ー

ブ ル に よ っ て主桁 を砕 こ吊り下げ る癌の 形式 で あり, 次

の よ うな特徴 があげられ る｡

_
① 支問長が200 ～ 4 0 0 町 の 橋梁 に 最適で あり,_ 桁宿と

吊橋 の 経済的ス パ ン の 谷 間を埋 め るもの で あ る
｡

② 大径間 の 割に 桁高が 低く, 従 っ て 路面計画高 もー低

く押え‾られる
_
の で 取付道路の 施行に 際 して 有利 で あ

る
｡

(参 特 に 大径間の 場 合, 桁橋等-こ比 べ て 自重が 小さく

て 済むた め に 基礎工 が 経済的 に な る｡

④ 斜張橋を構成す る 3 要素 の 主桁■･ 塔 ･ ケ ー ブ ル を

巧妙に 組み 合わ せ る こ とに よ り高 い 経済性を追求 で

きる｡

⑤ 外観的 に も,･ 構造的 に もース レ ン ダ ー で 近代的な構

造美を与 える
｡

⑥ ･ 反 瓦 お もに 断面形状か ら風に 対 し て弱 い た あ紅

耐風安定性 を含む振動 に 対す る対策 が必要 で ある｡

2 † 2 複合斜張橋

鋼及 び コ ソ ク リ
ー

トをよ り合理 的に 使 用す る方法 とし

て の 複合 構造 とし てをま; 合成桁 ･ 合成柱 ･ S R C 構造 な

どで 代表され る合成構造と, 鋼構造と コ ン ク リ ー ト 構造

を + づ の 構造物 の中で 部分的酷 使用す る浪合構造物主示

ある｡ _複合斜張橋は こ の 混合構造物と して 造られ
‾
る場合

が 多い ｡

斜張橋 に は全部材に 鋼材を用 い た 鋼斜張橋が多く用 い

られ て い る が
,
‾ケ ーブ ル 以外 の 部分に コ ン ク リ ー トを用

い た コ ン ク リ て ト斜弓長橋 も多く なりつ つ あーり,- こ れも複

合 斜張橋 の 一 種 と考 えられ る｡

,一鋼 部材 ･ コ ン クーリー ト部材 を夫 々 の 材質すこ適 した 部分

甘こ使 用 した 複合 斜張橋 は, そめ経済性 と合理性 を積極 的

に と-り入れ た碍遷と して非常に す ぐれ た 構造 と考 えられ

てし｢ る｡

特徴と して は 次の よ うな こ とがあげられる｡

① コ ソ

.
ク

′
リ

ー

ト タ ワ ー ほ 剛性が高く変形が少い ｡

② 比較的雅 持管理費が 安 い
｡

⑨ 良質な地盤上で の 施工 の 場合に有 利で あ る｡

2 - 3 斜張橋の 実績

古くは1 7 世紀頃か ら考えられて い た よ うで あ るが , 1 8

世紀すこは 木製 の , 1 9 世紀に は 鉄製の 斜張 橋が造 られて い

た ｡ 然 し
一 時 , 当時の 技術 ･ 吊材に 未発達な点もあ っ て

施工 されなく準 っ

_
た が,

2 0 世紀匠 入り電子計算機の 利用

･ 吊素材質
･

施工 法 の 信敵性が増 して 再度脚光をあび ,

急速 な進歩を遂げて きた｡ 表- 1 に そめ実績め 一 部を示

す｡.

3■. 十 勝 中 央 大橋 の 計画 , 設 計

3一Tl 十勝中央大 橋の概要

十勝 中央大橋の 主径間部は 鉄筋 コ ン ク リ ー ト 製 タ ワー

表- 1 複 合 斜 張 橋 の 実 績

"

複合斜弓長橋
”

恥 橋 名 】 国 名 主径間部 ∴幅 員1‾主 桁 塔 ケ ー ブ ル 完成年

工 事中

1 9 7 7

カ ナ ダ 4 6 5 . 0 3 6 . 0 】 鋼
R C ‾

Ii = 1 5 3 . 0
H i A mA n a a ci s

R a n d e ス ペ イ ン 1 4 00 . 1 2 0 . 0
E 空畠 6 は冒警ソ ド

R C

E = 14 9 . 7

R C
H = 1 14 . 0
=‾ R C
H = ■10 5 . 4

R C

E = 95 . O

R C

E = 7 1 . 5

鋼十 P C

//

鋼

〝

鋼 十 P C

4 1 . 7

15 . 7

2 2 . 6

2 2 . 4

D u s s el d ol f- F l e b e

T i 6 r n

Z a r a c e

F a r o

3

一
4

一
5

聖上ユニ⊥
__竺竺

三三二±⊥ 竺

三竺二三二⊥_空竺

三三 ニ ヱ⊥
一
竺竺

西 ド イ ツ ･l 23 7 . 0

L . C . R

〝

E i A m

H i A 血

19 7 9

1 9 8 1

1 9 7 3

工 車中

1 97 27 】 E u r トS c b u m a cI l e r 963

R C

E =

7 4 . 9 6

R C

B = 3 9 .て

R C
E = 5 2 . O

R C
-

fI = 1 1 1 . 2

鋼

鋼 十 P C

鋼

12 . 7

1 1 . 1

1 2 . 3

2 4 . 6

三__三_⊥ヱ__ヱ⊥_竺竺
〝 - 27 4 ･ 3

亡二正二垂
ァ ノ ーリ カ 1 249 . 9

Q u i n c y

E a s t Ii u n ci n g t o n

十勝 中央大橋

W e i r t o n- S t e u n 印 V ill e

工 事 中

1 98 4

工事 中

9

一
1 〇

一
u
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表 - 2 十 勝 中 央 大 橋 の 諸 数 値

主 径 問 部 l 側 径 間 部

形 3 径 間 違 綻 斜 弓長 橋

3 径 間 遠 続 非 合 成 清 桁 (右岸)

2 径 間 遠 続 非 合 成 滞 桁 (左岸)

橋 の 等 級 】 1 等 橋 ( T L
-

2 0 荷重)

支 間 長 (
壬喜3芸1 25｡ m ＋ 1｡ ｡ m l 芸≡喜喜芯m ≡濫㌶芸(319 ･ 00 m )

橋 長 (77 2 . 5 m ) 4 5 1 ･ 4 n l 塁調 壬…冒:器諾く 乱 1 m )

幅 員 l 全 幅12 . 30 m ( 0 .
4 0 × 2 十 1 . 5 0 十7 . 5 0 十0 . 5 0 ＋2 . 0 0)

主 塔 の 高 さ ‡ 52 . 0 0 m

最大 ブ ロ
ッ ク 重量及 び長さ l 斜張 橋韓部 β= 1 4 . 0 0 m W = 3 4 . 3 t

上 部 工 鋼 重 表

且

旦

∑Ⅴ = 3
,
9 7 7 . 6 t

( W = 4 4 8 短/ 誠)

桁 部 l 2 , 4 5 6 . O t l l 3 径 間 2 径 間

琴 部 主 桁 部 i 70 2 . 7 t 5 0 1 . 7 t

ケ ー ブ ル 22 9 . 3 t
他
部手

の

継
そ
鳳

29 . O t 15 . 2 t

そ の 他
( 沓, 継手等)

43 . 7 t

合 計
5 27 短/ ガ
2

,
7 29 . O t

合 計
337k g/ 述

73 1 . 7 t

3 46 垣/ ガ

5 16 . 9 t

注1 . ケ ー ブ ル に は ,
サ ドル ソ ケ ッ ト,

ケ ー ブル バ ン ド
, 座金等 を含む｡

注2 . そ の 他軒こ時, 沓, 排永を含む ｡

注1 . そ の 他 剛 も 沓, 排水を含む｡

をもつ 3 径聞達続 2 筋桁斜張橋, 側径間部は 2 径聞及 び

3 径間遠読非合成鹿桁橋か らな っ てお り, 橋 の 諸元 ･ 形

状等 は, 表 -

2 , 因 - 3 の とお りで ある｡

3 - 2 橋 梁形式の決 定

本橋 は 北に 音更町, 南に 幕別町 の 境界 をなす
一

級河川

十勝川 ( 計画洪水量 9 , 00 0Ⅰ♂/ s) に 架か るも の で あり,

左 右両岸 の取 付け部をま町の 産 業上重要な地域 とな っ て い

る こ とか ら ル ー

ト選定に 際 し種々 の 制約条件 があ っ た ｡

河 川条件に よ るも の と して は
, 以下に 示す よ う た も の

があ っ た ｡

取付け部 と の 関係 か ら架橋位置が, 十勝 川 と札内川

及び 士幌川 の 合流点直下とな る｡ (図 一 4 )

河川 の 流路変動がは げ しく, 過去20 数年間甘こ低水敷

最深部河床が2 . 0 ～ 2 . 5 m 低下 し, 更 に 昭和48 , 4 9 年 の

低水敷 を開 削移行後, 流心が左岸方 向 こ移動 し高水敷

が侵食 され て お り, 抜本的な護岸工 事 でも行わ ない か

ぎりそれ串ミ進む状況 に ある｡ ( 図- 5 )

基礎地盤 で ある砂 岩は, 知床低下 に よ り露 出し た 場

合, 水 の 流れ に顛し て弱く, 不静定構造物 とし て の 稀

に 対す るイ言教度 が低 い
｡

以 上の よ うな点 か らも現況低 永敦 に橋脚 を設置す る

こ とは 望ま しくなく, 河川管理者 との 打合せ の結果,

計画低 水敷位置を将来とも変 えず, 底水 敷底幅 140 m

を確保 し,
こ れに橋 脚を入れ ない よ う にす るた め甘こは

18 0 m の 径闇長が必要 とな っ た ｡

河 川上の 問題点 を整理 した結果 , 計画低水敷を確保 す

る径間長 180 皿 と, 計画及び 現況両低水敷を確 保す る径

閲兵2 50 m に つ い て 次 の 3 案をも っ て比 較検 討 を 行 っ

た ｡

第 1 案 : 斜張橋 十 〔連続鋼箱桁橋〕

第 2 案 : ニ ー ル セ ソ ロ
ー ゼ 桁梼十 〔連続鋼箱桁橋〕

第 3 案 : 3 径間遠続 P C 希桁梼 ( デビ ダ ー ク工 法)

十 〔連続 P C 希桁梼 (押 し 出し工 法)〕

以上 3 案 の 中か ら地 形条件 ･ 経済性 ･ 施工 性等を考慮

し て主径間 250 m の 斜張橋実 に決定 した ｡

3 - 3 主要部 の設計概要

1) 主桁 に つ い て

･ イ 断面形 状の 決 定

一 般 的むこ主桁 の 断面 形状むま箱桁 系統が非常 に 多い が,

こ れは そ の 挨れ剛性 の 大きさか ら耐風安定性 を考えて の

一 5 4 - 水 と土 第6 1号 19 8 5
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橋長7 7 2 . 50

3 5 7 . 0 0 0 4 1 5 . 5 0

2 @ 6 6 = 1 3 2 10 0 2 5 0 1 0 0 3 @ 6 3 . 5
二

= 1 9 0 . 5

Q
苗 9

,
3P O t

河ノー協 議による
‾
最小主径間1由O M OO

個径蘭■‾Q
= 0 . 00 5 Q ＋2d ゴ 66 ･ 50 M

㌻
66 .5 - 5

. ¢(緩和規定) = 61 . 50 M

■※ 金額百万円単位
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3
,
89 0 3 ,38 5 5 0 5 4 08 2 .

血
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4 6 0k g

□:垂亘玉垂正垂二匝∃t
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0 00
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ル セ ン ロ
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戯
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= 三 =

2 90 . 50

( 4 径聞達続B O X)

k
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J
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,
35 5 .9 t

( が 三 39 0k g) W = 1
,
5 5 3 . 8 t ( m

,
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, 30 9 . 3
t
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S .L 5 %

( デイ ピダ
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. C B O X
S . L 5 %

コ ン クリ ー ト 2
,
1 3 5 m

l

陪コ 五 5 .00 ロ 弓云志ニコ

L 三三至上ニ L星 組 堅空

図- 6 十勝 中央大橋比較設 計

こ とで あ る｡ 然 し, こ れらの 箱 桁断面は 空気 の 流れに抵

=抗 す る面 が大 きい た め に , 周囲の 流れをその 鋭角点か ら

剥 離 させ る
≒

に ぷ い 断面苛･ となり
,

■
自重が軽 い 場合に は

低 風速 で 曲げや振れ の い わ ゆ る-
■
渦励振 ( 風琴振動 ･ 限定

鹿 動) が起 こ り, ま た高 風速域 で は 曲げ甲ギャ ロ ッ ビ ン

グや振れ フ ラ ッ タ ー を生 じる い わ ゆ る自助振 動 ( 発散振

動) が起 こ りやす い もの で あ る
｡ 従 っ て こ れら風に 誘起

され る振動 が設計 風速 以下で 発生 しない よう, ま た 発生

し ても許容 しう るも のむこ押 え込む よう耐風安 定性 に つ い

て 検討す る た め風洞実験 を行 っ た ｡

風洞実験ほ 昭和57 年か ら昭和58 年忙 わ た り, 東京大学

土 木工 学橋梁研究室模型実験 用風洞施設 を用 い て, 縮 尺

1 /5 0 の 部分模型 ･ 全体模型 を使 っ て行わ れた
?

実験に お い て は
, 本橋が農道橋 と云 うこ ともあり, 比

載 的幅 員が狭 い こ と
, 積雪寒冷地に あるた め

, 路面十高

橋に 積雪 ･ 堆雪 し高欄が閉塞され る こ と等 の 理 由 に. よ

り, 次 の 点 に 着目 し て行わ れた
｡

① 主桁断面 の 検討 ～ 1 箱桁 と 2 箱桁 の 耐風性

+
4 00 1 , 5 00 7 , 50 0

付 加剃振材

(卦 堆雪に よ る影響 ～ 高欄が 堆雪紅 よ り閉塞された 場

合 の 応答特性

(釘 付加制振材 の 有用性 ～ 主桁断面 と付加制振材 との

組み 合せ に よ る制振効果

実験項目等は 表- 3 , 図- 7 , 8 に 示す と お り で あ

る｡

実験結果ほ 大体次 の とお りで あ っ た ｡

(》 白励振動 は実橋換 算風速 70 m / s で は 発生 しない

② 渦励振 は構造減衰率が 0 . 0 2 4 の 時に お い て 無雪時

_ 及び 高欄堆雪高が 0 . 6 m まで は 発生 しない
｡ 然 しそ

れ以上の 時は 発生す るが, 現地で の 自然条件及び 実

橋で は 他の 例からみ て も構造減衰率をも っ と大きく

見込め る‾(0 . 0 5 程度) 点か らも許容値以内なの で 耐

風上問題ほ ない
｡

③ 付加制振材に つ い て は , 無雪 時に は 効果があ るも

の の 堆雪時 紅 は道 の 面 もみ られ
, 全 体的に は 有用性

が 認め られな か っ た ｡

④ 断面形状に つ い て は , 全体 的に 1 箱桁 よ り2 箱 桁
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表- 3 風洞実験の 項目と実験 ケ + ス

項 目 1 部 分 模 型 実 額 J 金 橋 模
＼

‾ 塑 実 験

風 速 l V = 0 ～ 1 0 m / s e c ( 実機換算 0 ～ 7 0 m / S e e) t 同 左

迎 角 ･＋ 5 , 十 3 , 0
,

- 3
,

一 5 の 5 壷 適 霞省 略

向
高槻が閉 塞さ れない 場合 上 下流の 双方

高欄カ言開 塞され る場合 上流
上, 下涜の 双方

堆 雪 高 0 叫 4
.

00 % , 6 0 鴫 ,
8 0 喘 ･ 1 2 00 完 適註 l O

,
1軍0 喘

構 造 減 衰 率 0 . 00 8 , 0 . 0 16 , 0 . 0 2 4
,
0 . 0 3 6 l o . 0 3

, (0 . 0 4)

主 桁 形･ 状 事 1 希桁, 2 簿桁‾ l 好 走 ( 柑 0 , 2 おの

フ

ぁ晶遥材;
グ

ト形状
‾

･ 高 さの 異 なる 5 番数 三 角形 1 笹･ (1 B 下0
,

2 B､ ア0)

路 面 形
_

痍i 蒜差違蛋訂よ暑野
道 の み, 自転車道

堆‾ 雪 ■■状 況

実 験 ケ ー ス

普 . 通

全席堆雪と側径間 の み埠雪

1 簿桁 ～ 2 8 ケ
ー ス■･ 2 清掃 ～ 4 9 ケ ー ス J l 希桁一10 ケ ー ス

, 2 薪桁 一 1 0 ケ ー

.
ス

写真- 2 風 洞 実 験

の 方が優れ て い た｡

_
特紅冬期 に は風上側 紅 あ串自転

草道 を マ ウ ソ ト ダ ウ ン し た 軍務桁方ミ優 れて い る｡

必 上の 結果か ら, 主桁断面に つ い てほ 扁平 5 角形 の 2

庸桁断 面とし, 路面ほ自転車道 を ヤ ク ソ ト ダウ ン した 形

と し た｡ -
P

, 材質 甲決定 ■

朝 敵ま将来維持管理が嘩元町村年て 行わ れる予定 の た

め 維持管琴上の 経 済性を考慮 し, 亨た 積雪寒冷地をこお げ

る各聾塗装工 法に つ い て 比戟検討 し 年 給 果, 主材料は
` `

裸鹿田の 耐候性銅材ア とする こ
'
とに した ｡

`▼歯療坪鋼材強要定席? 形成に よ り以降
_
の 腐食 の 進行を

抑制す るも の で あり, 使用頚境計こ鼓し い 制限が あ る
｡ 本

稿で は, 例えば気象条 件の 厳 L さ
･

(過去10 年間の 日最 低

醜 が { 3 4 . 如) を考慮しi
⊥番条件 の 厳し七､ 一 3 5 ℃ 以

下旺対応 する鋼材 の使 用と した
｡ _

ま た裸使 用に 伴う ≒ さび汁モ }

一
対箕紅 も考慮 し そ の

一

例を本文 4 - i
, 下部 の旛 工 の 琴に 示トた ｡

2) 塔 ( タ ワ十) 牢つ い て

イ 形状? 決畢
`

タ ワ エ め形状に は色々 な
■
タ イ■デカ亨ある が/ 主に ケ ー ブ

ル
? 撃り方 に よ ? て 決定さ叶る場呑が多い｡

本橋に つI ､ て は堺の塵申こ よ り ≒適 Ⅴ塑 ラ
ー メ ソ 形式

(療軸 直角方向)
J■の‾1 孝率直塾( 療醜女繭) モ

■と-した妄
① 後述 の 如く,

ケ ⊥ プ ル 抹
_
2 薗釦 のグ

ー

J

少′し虚数

7 段 の マ ル チ 型 で ある
_?

② 支間 と
‾
恒良め比が250/土2 .

二

3 = 2 0 . ぎとか な
■
り■大 きな

■慮と なるた あ,

■
横方向剛健を高め 耐厳軍定嘘を腎㌻

こ とが必要J

ロ 材質上カモら の 決定

前述 ぬ 如く我が国 に お い て タ ワ ー の 材癖ま牢占ん どが

鋼製セあ り
, 鉄筋 コ

γク
.
リ ⊥ ト製? 長大嘩は 睦ん の 数例

乾 すぎない ｡ 然し, 外由旬 ま数多くや埠工例瀦あり■/ 本

棟で も鋼製 ･

ヲ ン ク リ
.

一 機 平こ
?

い で比帝政封を待 っ

た ｡ その 絵 島 次 の よ うな理 由で鉄筋 ゴ シあリ ー ト製と

す る こ とに した｡

① 自由振動 解析 よ り, 桁の 振 幅紅影 響の 蕗恵固有 振

動数 ほ コ ン ク･リ エ †麹の 方 が 約10 % 高 い こ
二
･とか ら耐

風安定性甘こ優れ て い る占･

㊥ タ ウ ⊥
は大きな軸圧席 力を受け る部材 で あ る た

め
, 材質的

‾
ゴ ソ ク

■
ゥ
､

-

ト の 方貞ミ有利 で あ る- ｡

③ 事業完了後 の 維持恵理費は コ ソータ ワ ーノ
=

一触め方 が

安 い ｡

④ 本橋 タイ プで の摩済比 戟でiま コ ソ身‾カ ー ト褒の 方

の 施工 費が安い
｡

ハ そ の 他

- 5 7 -
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本 棟紅 お ける タ ワ ー の その 他の 構造 とし て は次 の よ う

な ことがあげられ る｡

一⑳･ タ ワ ー を中空断面 に し, その 内空を監査廊とし て

斜 ケ
丁

プ′レ定着 部の 検査 ･ 頂 酔 こ設置され た航 空障

害灯や避雷針 の 維持管理i こ利用 で きる構造 とし た｡

(夢ノ〟‾､演部 ほ銅材及 びP C-銅棒 で補強 した｡

ま た タ ワ ー の 設計段階 で は静 的解析 の 他 に次 の 項 目に

つ い て 換討がなきれ, 材質- ･ 形 状が チ 古 タ･ ク され た b

①
..

劇的応答解析
_
く応答ス づ タ

_
りレ欝析〕

(む 風洞実験

③ F E M (有限要素法) 腐析転よ‾る
‾タラ ⊥預蔀め解

一析

④ 大変 形理論 を用い た座 屈解析

､⑨ C A D (自動作画) シ ス テ ム 屯 よ る美観 の 検討 ご〕

3) ケ ー ブ ル に つ い て

イ ､‾ケ ニ ブ ル の 張 り渡 し形式 の 決定‾

ケ ー ブ ル の 張 り渡 し形式か らみ た 種類は ,. 概ね次 の と_

お りセ ある
-

｡
■

a 断面的張り渡 し形式 ～ ①1 画集 り, 琴2 面張 り
二

b 側面由簸り渡し彪式 ～ ◎フ ア ン 塾, ②′
､

｢ プ型

e ケ ー ブ ル 段数 ～ ①2 ･
‾
3 段型, ②多索型

与れ ら甘こ つ い て 本棟 では 次 の ように 決定 した ｡

a 断面的張 り虚し形式

1 面張 りは 中央分離帯等が必要で 幅員も 大き く な

り, 2 面来 りゐ方が振れ振動等に対して 力学的に も安

定で あ る土とや
､ ら,

■
2 革張りと した ｡

b 側 面的蛮り渡 し形式

､ ハ

.丁
プ塾 よりも フ ァ ソ 型の 方が, 力学 脚 こケ ー ブ ル

の 効きが 良 い こ と, タ ワ ー の 曲げモ ー メ ソ トを小さく

で き る こ と等か ら,
フ ヤ ソ 如 =

_
ふ
▲

e ケ ー ブ ル段 数

多索 式は荷重 の 負担 を主桁 の 曲げ剛性よ りも,
ケ ー

ブ ル の伸 び由椎 に負琴させ る こ と平こ特徴 が
′串
‾
り,

t■＼

①_
ケ ⊥ プ′レを単 一 ス ー ラソ ド主

■
す るこ とで. 碇拳方

法 ･ 装 置を簡単iこで きる ｡

⑧
. _

1 段当サの ケ ー ブ ル頚力が小さい
‾
占め, 主栃に大

きな応 力集 中が起 きない
｡

◎ 吊卓閲暗が短 い た め, 主桁 の 所 要曲げ剛性が小さ

く て良 く, 桁高 を小 さくで き, 架設 に 廃 し ても張 り

出 し架 設に 有利で あ る
? -

④ 嘩に 積雪寒冷地域 で は ケ ー ブ ル に 関す る積雪 ･ 結

氷年対し, 多数 の スートヲγニドを革ねた 大 口径ス ト ラ

._
ソ ドよ り,

.
径 の 細 い 単 一 ス トラ ン ドの 方が影響を受

けに くい ｡

以上 の 検討結果, 二 本頓に お い て も多索式と した ｡ また

段数むこ つ い て ほ 構造計算等か ら比較 した 結果,

i 6 段 ケ ー ブ ル でほ

① 1 段 当りの ケ ー ブ ル の 中で単 一 ス トラ ソ ドケ ー ブ

ル で 支えきれ ない も の がで きた こ と｡

② 7 段 ケ ー ブル に比 べ
, ､た わ み 量が35 % 程度大 きく

なり活荷重 た わ み に余裕が ない こ と｡

⑨ 同じく 7 段甘こ比 べ
, 重量ほ 3 % 程度渡歩す るがス

ーラ ソ ド延長 で 7 % 増加 し, 主桁 の 曲げ モ ー メ ソ ト

も 5 ～ 1 4 % 程度大 きく なる｡

ii - 8一段 ケ ー ブ ル では , 7 段 同様単
一

ス トラ ソ ドケ ー

ブ ル で 良 い が,
ス ト ラ ン ド

_
絵延長が串お は ばにイ申び

て メ リ ッ †が生 じな い ｡

以上 の 検討結果よ り, 7 段 ケ ー ブ ル 牢決定 した ｡

ロ ケ ー プ ル め種類

従来 ケ ー ブ ル の 種類と して は, L C R ( ロ ッ ク ド コ イ

ル ロ ー プ)､
の 使用車多か っ たが近年各種 の ケ十ブ ル が製

造使用され つ つ あ る｡. 本橋甘こお い て は ス テ ー ケ ー ブ ル

( 最上段 ケ ー ブ ル) が ¢2 血 辛か な り大きい
‾
も の に な

る こ と,
‾ 架橋地嘩甲累象条件が厳 し い こ と等か ら‾,

‾現地

耐寒試験を含む防錆性 ･

.
碇着土法_

･ 経済 性及び 実績 専を

比較検討 した 結果,
E i A m ア ソ カ ー ケ ー ブ ル を使 用す

る こ とに した ｡

4 .一 施工 状況

4 - 1 下 部め施工

本橋 の 工事 は昭和57 年度に ,､ 仮設道路及び 橋脚 よ り埠
まり, 昭和5 9 年度 ま で に仝 下部土 事が終了し た｡

本境 の施 工 位置は 左岸側 で十勝 川温 泉に近 接 し て い

る｡ こ の ため 下部施 工 に 醸し
■
ては 温泉源へ の 影響を極力

押 える こ とに留意 した｡ 尚∴ 施 工 和事近傍紅 9 ケ 所程度

の孔 内水 位測定 器を設ゆ観測 した が工 事町よる影響は み

られ なか っ た｡

架橋地点 の 地質は 図 - 9
‾
-こ示す とぉりであ る｡

左岸側上層 め A s
･■A g､i ま透永係数 が k 去10

‾ 1
ヤ 1 0‾2

皿

/ s と 非常転高 い 地盛セ あ ると と,

‾
支持地盤 であ

‾
る軟岩

層 は水に 弱 い こ･ とが予想さ
‾
れ る七 と等か ら, 止水睡の 高

い 土留工 法に よ る直接基礎 とした ｡ こ の 土留工 法甘こぅし
‾

､

て も試験施工 を した 結果,
ロ ッ ク オ ー ガ ー プ レ ボ ー ッ ソ

グ併用に よ る鏑矢枚自立式土留工 法を用い た｡

一 方右岸側は 河川氾乾痕堆 積物 A s ･ A g の 締りの ゆ る

い 砂礫層が厚く堆積 して い るた め 杭基礎と した ｡ 杭長が

12 ～ 17 m 程度 あり, 調 査結 果か らは 奉層が礫 径5q
～

8 P 皿

の 砂礫 層で あり実際は も っ と大口 径 の 礫 も予琴され,

.
N

値も40 ～ 5 0 を示すた め に 既成杭よ り場所 打ち 杭が有利 と

考え べ ノ ト杭と した ｡

その 他施 工上 の 特徴 としては,･ 耐候性鋼板を裸使用す

る点 か ら, さ び汁甘こよ る橋脚 等の
､
汚れ を防止す るた め匠

図
-

1 0 の よ うに施 工 し た｡

-
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10 以下 砂
･

･シ ル ト

･
■

- ●･ 9

･ ●■ ●

一
; ∴さ

A g ∴
ニ

ー 10 - 50 30 0 - 1 00 0 砂礫 ･ 右 岸側上 部締まり
､具

合ゆ亭り

新期 扇叔地堆積 物 50 以上 1 0 0 ･ - 2 00 破礫･;
.
:士･TP告,1

ル 二長 沫 枚 内 層‾ 60 以上‾′■ 1 0
一

- 1 00 ､

_ 主 に砂岩､

一 部泡君､ 礫岩

園- 9 地 盤 の_ 構 成

橋 脚 正面図

〈∠∠ ー････････十 ＋-
〒

=

〒

さ び汁排 水 パイ プ

橋 脚 平面図

コ ン クリ ー ト盛 り上 げ部

ク
′

/

/

/
ン

/ l l / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / /

図- 10 さ び汁対策 工法

-サ
ー 2 タワ ー の施工

現在ま でに 施 工 した の は左岸側橋脚上 の タ ワ ー 1 基 で

あ る｡ タ ワ ー

は高 さ5 2 m (地 上高 約6■1 叫) の 傾斜 した 2

本 の 撞 か らなる竣Ⅴ型 の 構造で
, r

.
設 置場所 も洪水時 匠冠

水 の 可能性がある高水敷 であり且 つ高 所作美 となる｡ 与

か た め 施工 法の 選 定に あた っ て は上 記の 条 件を前提院;

施羊精贋
･ 各種工韓を検討し た絵 島 新 開発の ク ライ ミ

ン グ フ す ｢ ム エ 法を坪用した ｡

施手厚階を大別す考と次 の 3 段階年分け られ る｡

① 柱基部

地上 よ り枠組み 足場を組み , 普通型枠工 法で 施工 す

る｡ そ の 際 ク ラ イ ミ ソ ダ フ オ
ー

ム 用 ガ イ ド金物, ア ン

カ
ー

ボ ル トを埋 め込 ん で おく｡

基部 の 施 工精度 は, 全体 の 精度むこ 与 える影響が大 き

い の で十 分な管理 を行 っ た｡

② 柾 部

基部 を基礎 に ク ラ イ1■ラ グラ オ
ー ム を組み 立 て, 1

リ フ ト 3 m で12 リ フ トの 施 工 をし た｡ ガ イ ド金物ほ ボ

ル ト接合で, 監査廊鋼管(¢800) ほ フ ラ ソ ジ接合と し,

リ フ ト毎 に償 次継足 する もの とし た｡ 標準 サ イ ク ル 日

数は 8 日 で あ っ た｡

-

､
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施 工 図

⑨ 塔頂 部

ケ ー ブル 定着部が あり, 複雑 か ? 微妙 な形状を して

い る た め 普通型枠工 法で 施工 した ｡--一

足 場及び 支保工 の 基礎 は ク ラ イ ミ ン グ横合 の トラ ス

ガ ー ダ ー を固定し 利用 した ｡ 尚, 定着金 物に つ い て は

工 場に て フ レ
ー

ム に組み 込み, .フ レー ム を セ ッ
′
_下す る

こ とをこよ･ り高 い 精度 が確保 きれ た｡

4 - 3 今 後の施 工計画

一
工事は 前述 の とお､り,

ノ 溜和59 年虔ま･士官こ仝下部 こ■左岸

側 芽 ワ ー 1 基及 び左岸側径蘭の･2 毎聞達綻希蛎部 の 架設

ま で行 ちた
｡ 昭和60 年度 剛 ま右岸タ

‾
ヮ二÷ ･ト斜張廃部 の 側

径間 の ⊥

部架設 ･ 左岸 2 径幽遠続帯板部 の 床版及び取付

け道路 の
一

部施工 を予定 し七お り., 今後本橋架設 の メイ

ソ 工事で ある斜張橋 中央径問部 の 架設等を行い
,

‾
前後の

取付けも含 め て昭和63 年度完成を目標甘こ進 ん で い る｡

尚, 本境 の 確工 計画は 表 ⊥
4
.

の とお りであ る｡

表- 4 施
.
工 計 画 _ 表

年度
種別

上

部

工

57回59榊6 1f62163

クー ワ 一 部 分
( コ ソ ク リ 丁 り

○

工

場
製
作

左岸連続 2 径間

右岸連環3 径問 ○ ○

斜 張 橋 0 1 0

架

設

桁 ○ 0 1 0 1 0

ケ ー ブ ル ○

床 版
_ _

エ ○】 1 】○

下
部
工

橋 台 ･ 橋 脚

護 岸 工 ○

取
付
工

…

甜
側

一
側

0

0

0

0(右 ‾ 岸)

ぁ わ りに

こ れか ら春の 雪触けと共に 本橋の 本格的琴場工 事を迎

え る-こあた り, まだまだ検討 ･ 勉強 しなければならな い

こ とも多く, 少数の , また 知識の 乏 しい ス タ ブ フ で 対応

す る悩み を感 じながらも, 反面新し い 工 事内容の 注目さ

れ る現場に 携わ れ ると云う 喜び で 担当者 一

同日夜頑 張 っ

七い ます｡

最 後に
, 今 まで に本 橋の 計画 ･ 実施 に 数 々 の 御指 導を

い た だい た 関係各 位に こ の 場をお借 りし て 深く感謝 の 意

を表 し ます ｡･
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寒冷砂 丘 地 に お け る 畑地 か ん が い 計画 と今後 の 課題 に つ い て

一 国営屏風 山地区実施例 一
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1 . は じめ に

青森県, 津軽半島の 西 海 斯 こ位置す る屏風山地 区は ,

東西 4 血
, 南北25 血

, ほ ぼ 10 0 血 2 に 近 い 茫漠 と し た砂

丘 性草地と , 砂丘 に 囲ま れた 湿原か ら成り立 っ て い る
｡

こ の 土地は , 藩政 時代津軽地方 の 水 乱 住 居を潮風と飛

砂か ら防 ぐた め 藩が造林 を行ない ,･ 屏風の 役 目を受け持

た せ た こ と に 由来 して
, 地域 を 屏風山と 呼称 して い る｡

以来多くの 歴史的変遷を経ながら現在もその 機能を果た

して い るが保安林 以外の 広大な土 地は
, 砂丘 地の 厳 しい

自然条件や , 用水源皆無, 湿原 とい う劣悪な条件 か ら不

毛の 地と して 残 っ て い た もの で あ る
｡

昭和34 年 , 国有地で あ っ た こ の 地域 が解 放 され
,

こ れ

を契機と して 開発の 検討 がな された
｡

昭和42 年直轄調査

で 開田計画,
4 5 年開田抑制の 曲折がありながら, 地域 農

家の 永田単作経営 の 脆弱 さか ら安定 した 複合農業経営 へ

の 熱 い 想 い が , 砂地 の 特性を生か し, 水を高度に 利用 し

得 る,
ス プ リ ソ ク ラ ー に よ る畑地か んが い と い う, 未知

の 試練軒こ挑戦す る こ とと な っ た ｡

昭和47 年着工 以来, 全体的な見直 し, 検討 を加 えて昭

和54 年 か らス プ リ ソ ク ラ
ー が稼働を開始 し, 現在事業継

続実施 中で ある
｡

か んが い 施設が稼働 し て 6 年, 施設計

画 と実施 内容並 び甘こ営農 と の 課題を含 めて
, 砂丘 地 の ス

プリ ソ ク ラ ー の 要 旨を解介させ て い た だくも の で ある
｡

2 . 地区 と事業の 概要

本地 区ほ , 青森県 の 津軽半 島西部に あ っ て 日本海 に 面

し
, 北 は十三 軌 南 は岩木 山 ■乗は 津軽平野 の 水 田地帯

に 囲 まれた 東西 4 血
, 南北25 血 の 標高20 m ～ 3 0 m の 台地

で
, 海砂堆積層か ら成 る段丘 地帯で ある｡

*

東北農政局屏風 山開拓建設事業所

次

5

6

7

用水管理シ ス テ ム
… …

… … ･ ･ … … … ･ ･ = … … ‥ 67

か ん が い の 現状 ‥ ･ … ‥ … ･ ･ ‥ ･ … … … ･ ･ … … ‥
… ･

6 9

お わ りに ･ ･ ‥ ‥ ･ … … … … ‥ … … ･ ･ … ･ ･ … ･ … ‥
･

‥
‥ 7 1

園- 1 屏風 山地区位置図

基 層ほ, 洪積層 か ら成 りその 上全面 に砂丘 が形成 され

て お り, 特徴 とし て は東西 に延 び る縦列 砂丘 の 典型 的な

も の で, 海岸線 と平行す る 砂丘 (例, 庄内, 鳥取) とは

趣 きを異にす る｡ 縦 列砂丘 間の 平担地の 多く は
, 湿 原状

を呈し, 高 層醍原植 物を含 む湿性 植物 が群生 し て い る｡

土壌 は 主i こ グラ イ土麓 , 灰褐色土壌 の 砂土 砂丘型 で構

成 され
, 粒径組成 は平均 的に 砂97 % ( 粗砂78 % , 紳 砂19

% ) で
, 殆 ん どが 粗砂 で保水 力の 乏し い 土壌 で ある

｡

気象条件 は
,

年平均気温10
0

C
, か ん がい 期21

0

C と経度

の 高 い 割 紅高温で ある｡ こ れは 日本海を 北上す る対馬暖

流 と奥 羽山脈 の 偏東 風遮断甘こよ る もの で ある｡ 降水量 は

年間 1
,
3 0 0 叫

,
か ん がい 期 ( 5 月 ～ 9 月) 47 0 一 皿 と比戟

的 少なく , 7 月以降 の 降雨 は雷雨性 ま た は台風性 の 雨が

多い ｡ 特 に作物生育上重要 な栽培初期 に 必要 とす る降雨

量 は, 平均 5 月73 皿
,

6 月7 知岨と極度 に 少ない ｡ 風 は
,

晩秋 か ら早春 に か けて の 季節風 が, 平均 3 m / s を下 回

る こ とがな い 風 の 強 い 地域 で ある ｡

-
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地域 の 農業形態 ほ水 田単作 の 農村地帯 で
, 農家 の 経営

面積も戸 当り 1 . 7 b a と零細で あり年間農業所 得 も 少 な

く,
地域性 か ら農 外所得 ほ 出稼 ぎ以外に 望 むこ とが で き

ず, 農業所得 の 増大 と農業経営 の 安定 を図 るた めに は
,

山林原野 の ま ま放 置され て い た湿 地性砂 丘地 の 開発が最

も 有効と考えられ た｡ 昭和42 年甘こ国の 調査指定を受 机

調査 当初 の 水 田計画 か ら曲折 を経 て
, 砂丘 地 の 持 つ 有利

性 を活か す畑地 とす るた め , 防風, 湿地 の 排水 と 同時に

ス プ リ ン ク ラ ー か んが い 施設 を有す る砂丘 畑 の 計画が確

定 し
, 昭和47 年度 よ り西津軽郡木造町, 車力村 の 受益面

積 1
,
1 5 7 b a の 開畑事業が実施 された ｡

2 - 1 事業 の 内容

● 営農計画 : 受益農家 825 戸に 戸 当り1 . 1 b a を 増反 し,

永 田1 . 5 b a , 普通畑 1 . 3 b a の 田畑複合経営 を 図 る も の

で
, 営農観織単位 は絆前地 の 所有形態, 農地集団化 の 態

様等 を考慮 し, 集落単位 の 8 工 区を設定す る こ と に し

た ｡ 集選果場等各種利用施設は 工 区単位 に 設置す る｡ 作

業機械 の 利用面積 は 1 作業集団を概ね4 0 b a と し , 作業機

械は 各集団毎 に
一

式保有す る
｡ 導入作物は 近傍地域 の 主

要作物 で ある
,

ス イ カ
,

メ ロ ソ , なが い も, 大豆, は く

さ い , い ち ご , だ い こ ん を計画 し, 連作障害防止 の た め

4 年毎 に 圃場 を交換す る こ とと し て い る
｡

義一1 作付計画表

区
分

作 物
月

一

1 年 日 2 年 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1Ⅰ12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

ス イ カ ( 別 1b a)

大 根 ( 別 1l 凪)( 裏)

メ ロ ン ( 17 0b &)

大 根 ( 17 0 血)( 轟)

をが い も (1 9 8 k )

大 豆 ( 8 1l 也)

白 菜 ( 72 払)

い ち ご( 詔 b )

イ､ 麦 ( 3 1b 8)
1 l

● 農地造成計画 : 鞄区むま傾斜3
0

以下 が85 % を 占め る平担

地で
,

地区面積 1
,
1 5 7 b a の 中に 89 3 b a の 普通畑を造成す

る こ とと し て い るが, 防風対策, 作業棟械 の 効率等を考

慮 し て
, 長辺 400 m

, 短辺 15 0
一

皿 の
,

6 b a を 1 圃区と し

て
, 道路i 防風林を配置 して い る｡ 土壌の 酸度, 燐酸吸

収係数等 の 化学性甘こ つ い て ほ 計画作物の 適正 規準を満足

して お り土壌改良を要さない が, 地域 の 砂が粗粒 で保 水

力が乏 し い た め , か ん がい 頻度 と作 物生理,
か ん がい 施

設規模の 経済性を考慮 し併せ て 飛砂防止策を図 るた め,

1 0 a 当り75 Ⅱタの 粘性土客土を実施 して い る
｡

● 道路計画 : 栽培管理, 作業用櫻械 の 通行, 生産物の 運

披, 集選果場 ･ 加工 施設利用の た め 幹, 支線道路を配置

して い る｡

幹線道路 ( ア ス フ ァ ル ト舗装) , β = 2 0 . 6 血

支線道路 ( 砕石舗装) , β = 1 1 2 . 0 申

● 排水計画 : 地区 の 土質 が砂 の た め降永 の 全て が地下浸

透す る こ とと, 飛砂 に よ る排水路 の 埋没 に対応す るた め

施設 の 全 て を地下排水路 と し て い る｡ 圃場全域甘こ設置 し

た 暗渠 に よ り土 中の 余剰永 を集 め
, 支線排水路, 幹線排

水路 の パ イ プ ラ イ ソ を通 じて , 日本海と内陸 へ 排除す る

方式 で ある
｡

幹線排水路 (22 路線) β= 1 9 . 3l皿

支線排水路 (圃場 内) β= 3 2 . 6 b l

● 防風計画 : か んが い 期 ( 5 月 ～ 9 月) は 西の 風が多く

平均風速も 3 m / s
, 冬期 の 北西 の 季節 風は平均 5 m / s を

越え る強風地帯 で ある｡
こ の 日本海か ら吹寄せ る西及び

北西 の 風か ら, 営農作物 の 風害防止とス プ リ ソ ク ラ ー か

ん が い の 均等性 の 維持, 農地 の 風蝕防止を行うた め , 南

北方向計こ主防風林 (樹林帯幅30 m
, 間隔 150 m ) 東西方

向に 副防風林 (樹林帯幅20 m
, 間隔 400 m ) を設けて い

る
｡ 防風林の 生育期間の 補完と して 防風ネ ッ トを主防風

林帯 に 設け て い る
｡

防風林 (黒松580 0 本/ b ) A = 2 1 0 . 3 b a

防風ネ ッ ト ( E = 5 m
, 網目 4 皿) L

= 5 5 血

表- 2 土 地 利 用 計 画

町村 名
区分 木造町 車 力村 計

畑通普
農 地

27 0 . 4 b a 6 2 3 . O b a 8 93 . 4 b a

小 計 】 270 . 4 6 2 3 . 0 8 93 . 4

防 風 林 ‡ 57 . 7 1 5 2 . 6 2 10 . 3

そ の 他 道水路敷 司 1 3 . 4 3 9 . 8 5 3 . 2

小 計 】 71 . 1 19 2 . 4 2 6 3 . 5

計 】 34 1 . 5 8 1 5 . 4 1
,
15 6 . 9

3 . か ん が い 計画

湿地性砂丘 原野を造 成 し
, さらに 砂丘 地の 持 つ 有利性

を積 極的に 生かす 構想 で
, 排水 と同時むこ畑地か ん がい に

よ る土壌水 分の コ ン ト ロ
ー ル を行 なう こ ととし た ｡ その

際, 自然的条件 (土壌 の 物理性 , 風 の 強さ) , 作物 要 因

(作 目と作 付割合, 輪作体系) , 水管理 (か ん永頻度 と労

働 力, 多目的利用, 施設 の 利便性, 使 用者 の 管理能力 レ

ベ ル) 等 , 複雑 な要 因との 整合 を求 め, 以下 の 基本諸元

に よ り寒冷 地砂丘 の 畑地 か んが い を計画 した ｡

3 - 1 水源 と取水量

地区 の 永源 ほ
, 岩木川水系 山田川かこ依存 して い る

｡ 使

用水量 は 山田川 の 自流 と, 国営十三 潮干拓事業地区排永

及 び
, 国営西津軽農業水利事業か らの 残留永で 取水可能

で ある｡
か ん がい 期間 は導入作物 の 生育期間で あ る 5 月

か ら9 月ま でと し, 期間 内の 使用水量ほ 下記と した ｡

5 月 1 日 ～ 5 月10 日 Q = 1 . 8 5 6Ⅰぜ/ s

-
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5 月1 1 日 ～ 5 月20 日

5 月2 1 日 ～ 7 月20 日

7 月21 日
～ 8 月20 日

8 月2 1 日 ～ 9 月10 日

9 月1 1 日 ～ 9 月3 0 日

Q = 1 . 4 4 1Ⅰ♂/ S

Q = 1 . 3 6 7Ⅰぜ/ s

Q = 1 . 4 4 1 Ⅱ戸/ s

Q = 1 . 2 8 1Ⅰぜ/ s

Q = 0 . 9 0 9Ⅰぜ/ s

最 大取 水量 Q = 1 . 8 5 6 Ⅰぜ/ s

日最大使用水 量 寸 = 9 3 . 5 4 2Ⅰぜ/ d

‾ か ん がい 期給取 水量 ∑Ⅴ = 7 . 2 3 0 千述

3 - 2 降雨量と有効 雨量

● 基準年 : 観測期間,
昭和元年 ～ 44 年 まで の 有効雨 量の

確率1/ 1 0 に 相 当す る昭和37 年を基 準と した ｡

● 有効雨量
_

: か ん が い 期 ( 5 月 ～ 9 月) 降雨量の､5 申 以

上 の8 0 % を有効 と し , 上限値は T . R . A . M ( 16
‾

. 3 皿) ま

でと した ｡

表一3 計画基準年の 降水 量及び 有効雨 量

月 別 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

降水量 有効雨量 降水 量 有効雨 量 降水量】有 効雨量 降水 量】有効雨 量 降水量 有効雨 量

10 Ⅲm 4 Ⅶm 3 3 19 . 2 1 6 】 1 2 . 8 6 6 3 0 . 7 1 5 6 3 4 . 7

3 0 2 0 . 8 30 1 2 1 . 6 4 4 3 0 . 4

10 8 . 0 1 3 4 7 7 . 4 2 8 17 . 6

4 4 2 4 . 8 】 4 9 . 0 2 7 . 2 4 8 . O 1 3 4 . 4 2 0 1 . 0 司 1 0 8 . 1 1 2 8 . 0 8 2 .､7

3 - 3 土壌とかん水量

土壌 の 土層別水分消費型( S . M . E . P ) は
, 土壌 タ イ

プ 4 4 . 6 4 の 砂土型 で
, 土 層深は 1 m 以上あり単 一 土 層で

あ る｡
こ の た め , 有効板群域 の 4 区分層法 を採 用 し, 0

～ 1 0 00 = 4 0 % ,
1 0 ～ 2 0 ぽn = 3 0 % , 30 ～ 4 0 c m = 10 % と し,

表一4 に 示す土壌 の 理化学性に基 づ い て, 1 回当りの 純

か ん 水量を16 . 3 一皿 と算定 して い る｡

3 - 4 間断 日数

間断 日数は , 表- 5 に 示す期 別消費水量と , 作 物の 種

類別作付面積 の 加重平均最大値の , 5 月 上旬日 消費永量

イ) 土壌分析結果

( 7 . 6 皿) と ,
1 回当り 鈍 か ん水 量 ( 16 . 3 皿) か ら 2 日

間断と して い る｡

3
- 5 かんがい方 式と時間

か ん が い 方式は , 現地実験圃場に お ける土壌 の 基本浸

透歩合 ( ベ イ シ タ ク イ ン チ ー ク レ
ー

り をもとに決定 し

て い る
｡ 土壌 実験 に よ る 積算浸透 量曲線 よ り求めた 定数

ほ
,. Ⅰ = C ,

T
れ

= 1 3 . 0 × T 8 ･ 7 9

( Ⅲm) となりこ-れ に よ り求

め た 位は
, I b

= 2 2 3 Ⅰ Ⅱ/時 で
, I b > 1 5 0 皿m/ 時 から散水 か

んが い が該 当す る
｡

か ん がい 時間ほ , 給水速度が早い 程, 土壌 水の 圧 力が

表- 4 土壌分析と水分率表

粒 径 組 成 ( % ) P ･ E

位 土 性

租 砂 シ ノレ ナ E 乏 0 【 E Cβ

真比重 ノ仮比重 間 隙率 固相率

Ⅰ( 0 ～ 1 5 q n) S 7 8 . 2 1 . 9 5 . 9 1 4 . 7 1 】 2 . 7 1 1 . 4 7 4 5 ･ 7
%
弓5 4 ･ 3

%

Ⅱ(2 0 c m 以上) S 2 . 7 2 1 . 5 6 4 2 . 7 1 5 7 . 3

ロ ) p
,

F と水分 率 ( % )

Ⅰ( 0 ～ 1 5 皿) 37 . 6 1 3 0 . 6 1 7 . 6 1 2 . 9 - 1 1 . 3 L 9 . 8 1 8 . 8 7 . 2

Ⅰ(2 0 皿 以上) 35 . 3 1 2 6 . 1 9 . 1 6 . 1 1 5 . 5 】 5 . 0 】 4 . 4 3 . 8

′
､ ) 利用可能水分 量 ( A ･ M )

層 位 l 2 4b r 容永量 ( F . C ) 初期 しお れ点 ( W . P ) l 有効水分量 ( A . M )

Ⅰ( 0 ～ 15 00 ) 16 . 3 % 9 . 8 % 6 . 5 %

Ⅰ(2 0 ロ n以 上) 16 . 5 % 5 . 0 % 1 1 . 5 %

水と土 第6 1 号 19 85



表 - 5 期 別平均 カ ソ 水量 (作付面積 の 加重平均値)

作物の 種類 l 作付面積

上 i 中 下

6 月 7 月 8 月

上 中 l 下 上 中 下

月9

上 下中

果 菜 類

豆 類

根 菜 類

51 1 h r 6 1 6 6 1 6 1 6 6 1 6 66

8 0 . 9 801 7 7 【 7 7 【 8 77

19 8 501 4 】 4 56 44 33

葉 菜 類 72 501 501 455

093094555785266加重平均値 555刊85刊
叫

67 555 555 555 555 555 7Q
U

5 093

改 ■め 659567 65 65 65 65 65 95 9胤9払6胤9臥66 【3 ･ 9

増 して 土壌 如 こ残留す る水量が 多く, 給永速度が遅 い 程

不飽和状態 で脱水 され, 残留水量が少なく な る土壌構造

と
,
■水分特性か ら, 日か んが い 時間 を1 4 時間 と し て い

る｡

4 . 畑地 か ん が い施設

施設計画設計 に つ い ては ,

① 水 田単作地帯で あり従来供給主導型 の 機械技術的 な

水管理 の 凝験が ない た 軌 農家意識 の 変革 に月 日を要す

る こ とを考慮 し自 由度 が高く, 操作管理 が容易 で確実 な

も の
｡

② か ん が い ロ ー

テ ィ シ ョ ソ が
,

2 日間断 と短 い た め
,

永管理労 九 維持管理負担 を極 力軽 減出来 るも の
｡

⑨ 罪 か んが い 期 (1 0 月 ～ 4 月) の 施設凍結 対 策 と し

て
, 水抜 き, 充水作業が簡便 で堅 ろう なも の

｡

④ 将来, 防除, 肥培管理等 の 多目的利用を行 なう場合

に対応 出来 る こ と｡

⑤ 営農区域と末端散水制御施設が近接 し, 農家か らの

散 水要望 に対応 出来 る こ と
｡

⑥ 施設 の † ラ ブ ル を可能 な限 り部分 に 限定す るた め
,

幹線周水路 の 送水系と, 加圧機場か らの 配水施設系と に

摸能 の 分離を 行う こ と等を基本 に 以下 の 施設 と した
｡

4 - 1 送水施設

用水系統は
, 主水源 であ る 山田川 よ り導水 し, 屏風 山

揚水機場か ら地区東端 の 高台むこ 設置 した 吐 出水槽 に 揚水

し, そ こ か ら自然流下で 893 b a の 圃場内 に 設けた 8 ケ 所

の 加圧機場 に 水が 配 られ る セ ミ ク ロ ー ズ ドタ イ プ で あ

る｡ また
, 揚水機場, 加圧機場共自動運転を主 と した シ

ス テ ム で ある
｡

○ 揚水機

一

般 に
, 基幹施設を 定常的送水 と し水路, ポ ン プ施設

等 の 組織容量を 節約す るた め 末端配水施設系の 水需要 パ

タ ー ン と の 調整を行う目的で フ ァ
ー ム ポ ン ドが設置 され

るが, 当地区で は 農休期 ( 1 0月 ～ 4 月) の 雪 の 堆積, 飛砂

等_
の 気象条件 に よ る 管理上の 困難か ら, 密閉型とす る必

要が あり施設費が嵩むた め 加圧機場地点で は フ ァ
ー ム ポ

ン ドを設け て い な い
｡

こ の た め ,
ポ ン プ の 運転時間は か

ん が い 時間と同 一 の14 時間 とした ｡ 流量 の 制御方式ほ ,

回転数制御, 弁制御を 比戟 し て運転方法が簡便で
,

ポ ソ

プ効率が高 い 台数制御と して い る
｡

ポ ソ プ台数は 運転経

費, 施設費,
ポ ン プ部品の 互換性,

ポ ソ プ故障に よ る危

険性 の 分散等を基本甘こ経済比較を し, 同 一 型 2 台設置と

した
｡
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国- 2 用水系統概要図

○ 除塵機

械若葉の 耐久性の 保持, 用永供給の 円滑化の た め 山田

川取入口
, 揚 水機 場, 加 圧機場 各々 の 段 階で 除塵を して

い る
｡ 取 水源で ある 山田川の 塵芥は

, 芋 類, 生 ゴ ミ 類,

ー

6 4
-
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固形物 で全体 の95 % を 占め て い る｡ 山 田川匠 直角 に 設け

キ取入 口 の /
く - ス タ リ ー ソ ( ピ ッ チ

,
1 0 0 皿) に よ り,

′

粗大な塵芥 を 一 次除去 し, 除去後 の 塵芥は1 0 皿 ～ 5 0 皿 の

も の が80 % を占め て い る｡ こ の た め 揚永機場に は
, 網目

6 . 7 皿 の 回転 ス ク リ ー ン 式 の 除塵機 2 台 を水流 に直 角 甘こ

設 机 揚水 ポ ソ プと連動 で可働す る施設 と して い る｡ ま

た
, 加圧機場 の 吸水槽 にも手動 で交換, 清掃す る, 網 目

1 . 5】皿 と4 . 7 皿 の ネ ッ ト2 連を設 けて い る ｡

○ 吐出水槽

加 圧機 場と揚水 ポ ン プとの 操作上の 調整 と水 需要の 量

的, 時間的 ズ レ の 調整を行うフ ァ
ー ム ポ ソ ド的な機能を

併せ 持た せ る こ とで 吐出水槽を設けて い る｡ ま た
, 揚 水

ポ ソ プ運転時間を14 時間と し, 制御方式を水槽水位に よ

る台数制御と して い るが , ポ ソ プ の 電動機, 弁類 の 耐用

年数 を考慮 し, 起動, 停止 の サ イ ク ル 時間を 60 分 と し

た ｡ こ れ に よ り, 吐 出水槽ほ 有効水深 3 m
, 有効容積

780Ⅰぜとな っ て い る ｡ な お
, 構造は 飛砂, 積雪を考慮 し

て 密閉型 とし て い る｡

イ) 揚 水 機

○ 管路

送水 路 (揚永 ポ ン プ ～ 吐出水槽 ま で の 圧 送) の 管 径

は,
ポ ソ プ の 施設費, 運転経費 と管径 の 相互 関係 か ら経

済比較 を して
,

ポ ソ プの 規模と共 に決定 し て い る｡
ウ ォ

ー

タ
ー

ハ ン マ
ー

対 応ほ ,
フ ラ イ

･ ホ イ
ー

ル に よ りポ ン プ

の 回転部の 慣性を 大きく する こ とと, ポ ソ プ吐出側 紅緩

閉逆 止弁を設けて 急激な速度, 流量, 圧力低下 に 対応出

来 る設備 と し た ｡

幹線用水路 ( 吐出水槽 ～ 加圧機填 まで 自然流下) の 管

径は
, 始点, 終点の 動水勾配を満足 し

, 管路の 地 形 プ ロ

フ ィ ル 等か ら動水勾配線が 路線 より低くな らない よう に

管径 を決 めた ｡ 加圧機場毎 の 各分水 口 取水 バ ル ブ を , 停

止, 開始す る時, 管路 内に発生す る ウ ォ
ー タ ー ハ ソ マ 一 に

つ い て は , 管路系 構成 を数理 モ デル甘こ組み 入れ シ
ュ

ミ レ

ー シ ョ ソ 手法 で解析 し た結果, 管路下流 の
一 部 で最 少圧

力が管軸 標高 を 2 ～ 3 m 下回る が
, 有害な負圧 ( 許容7

m ) で は ない
, 最 大圧 力も5 垣/ 皿

2
で

, 対象管種も中低

圧管 の 範囲で あり経済比 較か ら, サ
ー

ジ タ ソ ク 等を設置

表- 6 施 設 一

覧 表

項目

名称

水源名
か んが い

面 積

所 要 数 量

最 大 平 均

揚 水 機

実 揚 程【揚 水 量Ⅰ台 数【全揚水量

備

屏 風 山
場 永横場

山田川
b

89 3 . 4

ガ/ s

l , 8 5 6

述/ S

l
,
0 0 3

m

6 0 . 0 0

述/ s

O . 9 2 8

ム
⊂コ Ⅱ戸/ s

l , 8 5 6

口 径
700 ×4 5 0Ⅲm

原 動 機
800 E W

ロ) 用 水 路

蒜
＼

＼
＼

､ 聖l か ん が い 面積 最大通水 量 l 延 長 構 造

】皿

¢1
,
3 5 0

¢1
,
2 0 0 ～ 1

,
0 00

≠80 0 ～ 4 5 0

¢1
,
0 0 0 ～ 3 5 0

卓50 0 ～ 1 0 0

導 水 路

送 永 洛

北部幹線用水路

南部幹線用水路

支 線 用 水 路

1岨

89 3 . 4

8 9 3 . 4

32 7 . 0

56 6 . 4

8 9 3 . 4

江戸/ S

l . 8 5 6

1 . 8 5 6

0 . 7 0 4

1 . 15 2

0 . 16 0 ～ 0 . 0 0 9 7

m

7 5 3

1 , 8 3 7

3 , 7 0 0

9
,
0 8 2

3 6
,
1 5 0

ハ ) 加 圧 機 場

名 称 F か ん がい 面積 l 揚 水 量 【 全 揚 程 l ポ ソ プ ロ 径及び 出力 l 台 数

富 市 加圧機場

豊 富 〝

車 力 〝

牛 潟 〝

下牛潟 〝

簡木坂 〝

飴 岡 〝

大 藩 〝

合 計

b

12 4 . 1

9 1 .′7

1 1 1 . 4

12 9 . 7

1 6 6 . 3

13 9 . 5

6 5 . 9

6 5 . 0

8 9 3 . 4

Ⅰガ/ s

O . 2 6 7

0 . 19 7

0 . 2 4 0

0 . 27 9

0 . 3 0 3

0 . 2 8 8

0 . 1 4 2

0 . 1 4 0

1 . 8 5 6

m

5

5

3

0

5

6

0

0

5

.4

6

5

5

5

4

5

皿 皿 E W

2 0 0 × 15 0 × 7 5

2 0 0 × 15 0 × 4 5

2 0 0 × 15 0 × 7 5

2 0 0 × 15 0 × 5 5

2 5 0 × 2 0 0 × 9 0

2 0 0 × 1 5 0 × 5 5

2 0 0 × 15 0 〉く 45

2 0 0 × 1 5 0 × 5 5

ム
【コ

3

3

4

4

4

4

2

2
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し て い ない ｡

管路構造は
, 低位部 の 水 田で 土質がシ ル ト

,
N 値 2 ～

3 の 軟弱層 の 個所は 不等沈下対応で 鋼管と した ｡ 高位部

で 土質が砂, N 値10 程度の 圧送管は P C 管を 使 用 し た

が, 内圧 5 晦/ 皿
2
で , 水撃圧を含 め ると8 k g/ 瓜

2
とな る

こ とか ら脱落防止の･た め
, 鋼製ギ ボ ′レ ト ジ ョ イ ン ト を 併

用 した
｡ 斜面部 ( 縦断 角度2Q 皮以上) で 延長の 長い 個所

は
, 土質に か か わ らず基礎 コ ソ ク リ ー ト と し鋼管を使用

した ｡ 平 坦部は 土 質 が砂 で, N 値 が10 程度, 管 内圧 2 . 5

垣/ 皿
2

と比戟 的小さ い こ とか ら P C 管 を使 用し た ｡ 基礎

処理は 砂地盤 に つ い て ほ全 て 現場 発生の 砂を紆 固め て対

応 した ｡

○ 加圧機 場

加 圧 ポ ン プ の 流量制御方式 は, 地区 の か んが い 期が 5

月 ～ 9 月 と短か く作付 が集 中す る こ とか ら, 小面積作付

の 微少流量甘こつ い て考慮を要 さな い の で
, 操作 の 簡便性,

部 品の 互換性, 交互運転等 の 有利性か ら台数制御と し,

ポ ン プ台数も能力均等剖で
, 支配面積に より加圧機場毎

に 2 台, 3 台 , 4 台と した
｡

ポ ソ プ機能 払 電磁 弁制御

器 と連動 して 自動運転可能な方式で ある ｡ また 将来の 多

目的利用を考慮 しポ ン プ能力に あ る程度余裕 を持た せ て

お り, 磯場 構内に施設 の ス ペ ー ス も確 保 して い る
｡

加圧機場 に付帯 し て建 屋内Fこ末端散 永の 電磁弁制御装

置
_
と, ポ ン プの 運転状況 を揚永機填 で監視す る遠方監視

装置 の 子局 を併置 した ｡ また 構 内に は , 加圧 ポ ン プ の 運

転 とかか わ りなく 防除用水, 雑 用水が取水 出来 る設備を

設 げて い る ｡

写真一1 用水基幹施設概要

4 - 2 末端 かんが い施設

O ロ ー テ
ー シ ョ ソ ･ ブ ロ ッ ク

ロ
ー

テ ー シ ョ ソ
,

ブ ロ ッ ク は , 作物 の 集試化や輪作体

系, 機械利用と防除 の 共 同組織 の 関係を考慮 して 褒付け

る の が理想 とされ て い るが, 地区ほ 既存畑を含 まな い 林

野を開畑す るも の で
, 土 地所有, 営農粗鞄, 永管理 を含

や
_
て旧来 の 組織 し 習慣,

_
±地璽分等 の 観綺を受けな い た

め
, 以下 を基本 に 設定 した ｡

イ) ロ ー

テ
ー シ ョ ソ ブ ロ ワ ク は

,
近接地域軒こ 一 括す る｡

ロ) 1 ロ ー

テ
ー シ ョ ソ プ ロ ッ タ ほ , 1 0 散水区 とす る

｡

ハ ) 1 散水区ほ0 . 4 5 b a と し , 1 教 永区 の ス プ リ ン ク ラ ー

は20 個 を 標準 とす る｡

○ ス プ リ ン ク ラ ー 制御施設

営農形態が果菜, 葉菜, 根菜 を主 と した 普 通 畑 で あ

り, 社会的条件 の 変 化は 勿論 の こ と, 生産物価格 の 変動

に 即応 して 対象作物の 変 化が 予測され, 制御 磯倦も こ れ

に 柔軟 に 対応出来 る こ とが必贋 の 条件で あ る｡

制御施設ほ , 加圧機 場建屋 内紅併 置し た 制御盤 か ら,

末端圃場の 電磁 弁まで ケ ー ブ ル で 連絡 して い る ｡ 電磁 弁

の 朝御方式は , 制御盤 よ り直接電磁 弁を 制御する D C 2 4

V の O N , 0- F F 制御 で ある ｡

制御 撥能 ほ , 供給主導 型の シ ス テ ム とな一りがち な方 式

を, 可 能な限り散水百こ柔軟 に対応す べ く以下 の よ うな自

由度 を 持 つ もの とし た.

イ) 自動, 手動 の 両横餞 を備 え自動運転 中, 1 ロ
ー

テ ー

シ ョ ソ ブ ロ ッ ク 内で 1 個 の 手動運転 が可能｡

ロ) 制御 回数 は, 1 回及 び連続 の 切替が可能｡

′ ､ ) 親御起動位置ほ, 1 ～ 1 0 の 任意設定で 起動可能
｡

ニ) 散 水開始時刻 ほ , 任意設定 が 可能
,

ま た散 水不要区

は 飛 び越 し が可能｡

ホ) 温度 セ ン サ ー に よ り, 任意 の 温度 で 散水が可寵｡

写真一2 電磁 弁制御装置

○ 末端施設

配管方法 と施設は , 作目, か ん 水頻度 と労働力, か ん

がい 方 法選択の 自由度, 雑用水の 取水, 多品種少面 積栽

培 等の 営農対応と, 風害 , 凍害等 の 条 件か ら配管方 式,

配 置法 を計画実施 し て い る｡

配管組織 は ,
2 日間断, 14 時間 か ん が い

, 散水強度

(7 . 1 皿) , 粗か ん水 量 (20 . 3 皿) ,
1 回当り2 . 8 時間 の か

ん水時間 か ら
, 移動 回数 が 5 回と なり, 移動 に よ る労働

時間軽減が方式決定 の 最大要因 で あるた め
, 埋設定置式

とした｡

散水器 ( ス ブタ ン
_
タ ラ ー

,

ヘ
ッ ド) は 土質が砂で I b

ー 6 6 一 水 と土 第6 1号 1 9 8 5



= 2 00 皿 を越 える こ と, か んが い 期 の 平均風速が 3 m / 砂

程度で ある こ と, 平坦 な大区画圃場で あり, 作物 は野菜

で ある こ と等 の 条件か ら髄率的か つ
, 経済的な 中間圧型

とし た｡ 分類ほ
, 回転反動梓方式 の 全 円散水型 で, 機能

は作業圧 2 . 8 k g/ 00
之

, 吐出量 26 . 6β/ 分 , 散永径2 8 . 1 m
,

仰角22 度 で ある｡

散水器 の 配置間隔は
, 風と散水均等性と の 関係か ら実

験 紅-よ っ て決定 した ｡ 散水径53 % 相 当の , 列間隔15 m
,

散水器間隔15 m の 正 方形配置 で 地区 の か んが い 期平均風

速3 m / 静穏度 の 条件 で
, 実験を重ねた 態臭 か ら 散水均

等係数値85 % 以上を待 て い る｡
こ の 配置紅 よ る散水強度

ほ, ス プ リ ン ク ラ ー 吐 出量 26 . 6β/ 分 か ら7 . 1 皿/ 時 で あ

り
, 砂 の 壕合 の 許容か ん がい 強度 30 皿 /時 を満足 し て い

る｡

ラ イザ ー の 高 さは , 対象作物 の う ち
, 長芋 の草 丈を基

準に E = 1 . 9 m と した ｡ また ラ イ ザ
ー

の 中間 ( E = 0 . 9 m

の 位置) に も散水器の 取付可能 な設備と し た ｡

末端施 設は , 配 管方 式を埋設定 置式と した こ と に よ

り, 地上に は
,

ラ イザ
ー 及 び電磁 免 制水弁 の 収納B O X

と , 雑用水 , 点滴 か ん が い 用の 玉形 弁の み が地表 に 出る

シ ス テ ム で あ る
｡ 配管の 埋 設は , 営農機械の 荷 重及び ,

計画面積 の 多い 葉菜, 果菜栽培 で の 耕 起に 支障 がない よ

う, 深さ 0 ･ 6 m 以下 と し た
｡

また凍害対策 とし て , 支線

管終末婦中こ水 抜きを 設けた ｡

写真- 3 国境内施設概要

卜支線用水路

電磁弁
′-ス プIメン タ ラ ー

支線用水路

＼

/ 玉形弁

1 5 tn

･ で
ト

lJつ
t･･･づ

l

.
凸

ト

/
ス プリン ク ラ

ー

㌔蔵主制水弁

図- 3 ス プ ワソ ク ラ ー 配 置図

表 - ア ブうゝ んが い 計画 の 諸元

計 画

忘 項 目
計 画

日 消 費 水. 二畳 I 7 . 6 1 皿

用

水

諸

元

数
n
ロ断間 2 日

率効用適 7 5 %

量永散耗の回l 15 . 2 皿

量水散粗の回l 2 0 . 2 7Ⅲ m

器

散

水

器

諸

元

種 l 中間圧30 番 タ イ プ

径レ/ズノ 4 . 4 Ⅲm X 2 . 4 Ⅲ m

作 菜 圧 1 2 . 8 1 奴/ 皿
2

吐 出 量 J 26 . 6♂/ 皿i n

散 水 径

散 水 患 配 置

散 水 強 度

28 . 1 m

1 5 m x 1 5 m

7 . 加 m / b r

1 回 の か ん が い 時 間 l 2 . 8血r

か

ん

が

い

計

画

諸

元

1 日 の 移 動 回 数 l 5 回

1 日 の か ん が い 時 間 l 14 h r

1 セ ッ ト 立 上 り 本 数 L 20 本

1 回 の 散 布 面 横 J 4
,
5 00 ぜ

1 日 の 散 布 面 積 l 2 . 2 5 b a

1 1コ ー

チ
ー シ ョ ソ 面 積 l 4 . 5 0 b a

1 セ ッ ト 流 量 l 9 . 5β/ 5

1 ロ ー テ ー シ ョ ソ 当 り流量l 9 . 7β/ s

5 . 用 水管理 シ ステ ム

取入 口, 揚永扱壕 , 吐出永槽 , 幹線 用永路, 加圧機壌

の 水の 流れに 沿 っ た 設備全体の 統括的な状況 把握を行う

ととも に , 農家 個々 の 要 望 匠応 じた きめ 細か な加圧 機場

の 運転をする 等, 末端か ん がい 旗 設の 効率的な利用と管

理 をす る た め の も の で ある ｡

5 - 1 管理 レ ベ ルの 選定

管理 シ ス テ Å 匠 は , 単 なる 定額と計測を行 なう簡単 な

も の か ら,
プ ロ セ ス コ ン ビ a ク ー

, C R T
,

ラ イ ソ プワ

ン ク 一

等 を使用 した 高度なもの ま で
,

いく つ か の 段階が

ある｡ 管理 レ ベ ル の 決定甘こ際 し て ほ, 利便性, 経済性 か

ら, 使用 者の 技術 レ ベ ル
,

か ん がい 施 設の 特質 等に適合

させ る こ とが重要 で あり, 本地区 で は以下 匠示す用水施

設 の 特質 ,
か ん がい 期間等 の 地域 性か ら決定 し た｡

① 取水濠 の 山田川 の 水位 は比戟的安定 し て お り, 取入

- 6 7 - 水 と土 欝61 号 1 鎚賂



方式も自然取入で 取水門 の 細い 調 節を要 さな い
｡

② 揚水磯壕 1 ケ 所, 吐出水槽 1 ケ 所, 送水絡も 二 つ の

分岐 しか なく,
ま た 送配分離 がなされた 極め て 単純 な

用水系統で あ る｡

③ 最 大取 水量も 1 . 8 5 ぜ/砂 と少なく, また 送水ほ ,
パ

イ プ ライ ソ方 式で あり時間遅れがない ｡

④ 加圧 模場か ら末端圃場 へ の 電磁 弁制御は, 制 御盤で

マ イ ナ ー 監視制御が行なえ る｡

⑤ か ん がい 期間 が5 月 ～ 9 月で あり, 運転管理 の 専属

技術者 を配置 し ない で土 地改良区 の 職 員が担 当す る｡

以 上か ら, 表一8 に 示す最も簡単 な監視と計測 の み と

し た ｡

表- 8 管 理 レ ベ ル 表

項 目

施 設

恒
水

庫鴫苗緋場

1) 監視表示 ダ ラ バ ネ

ポ ソ プ 運 転 状 態

〝 故 障

水 位 異 常

敵 水 状 態

○ ○

0

0

2) 計測指示 ダ ラ バ ネ

水 位

流 量 (瞬 時 値)

〝 ( 積 算 値)

○ ○

0

0

○

3) 制 御 線 作 卓

非 常 停 止

4) 記 録

流 量 (積 算 値)

5) 電 蓄

ジ ャ プ ク 式

5 - 2 用水管理シス テム の 機能

シ ス テ ム
.
監視の 主た ろもの ほ, 屏風山蕗永撥場 内の 中

央管理室 ( 制御所) か ら,

① 揚 水機場の 運転を, 最 適の 状態をこ保持す る た め の 主

要地点計測値の 把 握｡

② 異常,
またむまア ン バ ラ ソ ス な状態 の 早期 発見 と対応

の た め, 施 設の 作動状態 監視｡

⑨ 吐出永槽の 水位低下 に よ る ′
くイ ブ へ P 空気混不を防

止す る た め の 監視 が主 なも の で あ り
,

い ずれも監視

盤, 操作卓 紅 よ る遠方手動制御 で ある｡

シ ス テ ム の 持 っ て い る横磯 とし て は ,

① グラ フ イ タ ク パ ネ ル 匠 よ る監視 と表示 で
, 山田川 の

取入 ロ の 水位が正 常 の 範囲中こあ る か否か の 監視, 吐 出

水槽永位が H .
W . L と L . W , L の 範囲紅 あ るか 否か の

監視, ポ ソ プ の 運転状態故障 の 監視, 散水状態の 監視

等｡

② グラ フ ィ ッ ク ･ パ ネ ル に よ る計測指示で
, 取入 ロ と

吐出水槽 の 永位計測指示, 加圧機場, 南部幹線, 北部

幹線 の 瞬時流量 の 計測指示, 南 , 北幹線の 積算流量計

の 計測指示｡

⑨ 操作卓 に よ る制御 で
, 吐出水槽水 位 が E . Ⅴ . L と

L . W . L の 範囲に あ るか 匠 よ る揚水損場 の 制御, 吐 出

水槽 の L . W . L むこな っ た 時 の , 加圧機場 の停止等･

で ある
｡

5 - 3 シ ス テム方 式の 選定と機 器概 要

遠方監視制御の 対抗 方式は, 本 シ ス テ ム の 場合 子局が

8 ケ 所と比戟 的多く,
1 局当りの 監 視制御項 目 は 少 な

い
｡ また, 伝送所要時間制限の 一 括停止の 場合の 他は

,

特に 問題 とす るも の ほ なく, 非常 停止も, 符号を工夫 し

て時間 を短裾 で きる の で時間上 の 制 約がなく, 従 っ て 1

: N 方 式と した ｡

伝送路 は無線式, 公 社線, 自営有線 の.3 方 式が 検討 さ

れ, ケ
ー ブ ル 敷設 工事が用水管 上乾 直線 的匠設置 で きる

こ とと, 土質が砂 で比較的経済的 紅旗 工 で きる ことか ら,

3 方式 の 優劣比戟で 自営 有線方式 とした ｡

シ ス テ ム 換器配置概要 を図 一 5 に 示す｡ 揚水機場 内の

管理室甘こ全系統 の 運転状態を示す グ ラ フ イ ヴ ク り くネ ル

と操作卓が置か れ, 遠隔制御 リ レ
ー 盤 の 親局が設置され

て い る
｡

こ の リ レ
ー 盤菅こ は , 吐出水槽と8 ケ 所の 加 圧機

場とが自家専用線 で 接続 されて い る ｡ 各加圧 機壕 忙 は 遠

隔制御子局用 の リ レ ー盤が設置され, こ の 子局盤と加圧

横場の 各棟藩ほ 接続 されて い る ¢ 各子局は 1 : 村方 式に

て 接続されポ ー リ ン グ方 式で
, 囁次に 各子局匠 情報 を伝

送す る方式で あ る｡ 特有こ優先 とす る情報iま優先割り込み

で
,

ポ ー リ ン グサ イ ク ル甘こ優先 して 伝送 し, しか る 後に

定常 の 贋序をこ戻 るよ う匠 考えられ て い る｡

電 話は 各局共通 に , 2 本 の専用線 を 用い 任意 の 局 同志

で, ジ ャ タ ク式 で 接続 して 使用する 形式で ある｡-

写真- 4 遠方監視制御装置
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図- 4 水 系 模 式 図
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図 - 5 渾漑設備遠方 監視制御シ ス テ ム

6 . か ん が い の 現状

昭和47 年度 着工
, 昭和53 年度 山 田川か らの 新規取水 の

永利権協議が整 の う と ともに
, 昭和54 年度 か ら本格的に

ス プ リ ン ク ラ ー か んが い を開始 した ｡ 以後, 年次毎に 造

成が進み 現在計画面積 893 b a の う ち約 600 b a の か ん が い

を実施 中で ある
｡ 畑地か んが い甘こつ い て 未開

■
の 地域 で あ

るた め , か んが い 初期 の54 年 ～ 5 5 年に か けて は 認識不足

か ら, 施設利用とか ん水技術, 施設機能 と作付計画, 施

設 の 雄持管理等 で, 以下に 記述す る初歩的事項 の ト ラ プ

還御
リ レ

ー

盤
SP R'- 74 0 C ( 子)

魯
･ - 加圧ポ ン プ

ル を経験 して い る｡

① 1 散水区 30 m x 1 5 0 m の4 5 の 支配の ス プ リ ソ ク ラ ー

配置 と, 配分面積 (平均1 1 0 a ) とが 一 致 しな い た め ,

隣地間 で ス プ リ ン ク ラ ー を供用す る例が多く, 施設機

能 に対応す る作付調整 の 指導が不徹底 で
, 隣接圃場と

の 作 目の 混在 か ら, 散永 の 要, 不要 の トラ ブ ル が多発

した｡

② か ん がい 計画 の
,

2 日間間断,
1 回2 . 8 時間 の ロ ー

テ ィ シ ョ ソ か ん がいすこ固執 し た た め, ス プ リ ソ ク ラ ー

か んが いで は
_
1
_
回 の 粗か み

_
水 量‥

(20 .

.
3 皿)

_
カき多過 ぎ
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る
｡

反対 に点滴か んが い でをも 圃場辺長が 1 50 m と轟

い こ とか ら, 末端 まで か んが い を終えるた め に ほ時間

溶;不足 と言 う, 植物生理と水閑適 へ 苦情が多発 した
｡

⑨ 播種, 首 の 植 仇 防除用水及び 雑用水取永を
,

か ん

が い ロ ー テ ィ シ ョ ソ に合ゎ せ られ るた め の
, 作業待ち

が 生 じた｡

④ か んが い 後, 日照に よ っ て 短時間 に
, 圃壕面 の 砂が

乾燥す る こ と の 不安に 対 して
, 土粒子間空隙 の 大 きい

砂土 の場 合, 毛管現象が切断 されて 蒸発作用が妨 げら

れ る特性があり, 外見 亀 圃壕容水量が減少 しな い土

壌特性と, か ん がい に つ い て の 関連を, 十 分 に 説 明

し, 受益 者を啓 蒙出来なか っ た ｡

⑧ ス プ リ ソ ク ラ ー 配管内の , 水抜 き指導 が不徹底 で
,

ライ ザ
ー

管 の凍結 乾 よ る破裂 被害が発生し た｡

写真
一 5 か ん がい 状況

‾以 上の よ うな失 敗と経 験をも と匠, 農家, 営農指 導機

関, 土 地改良 区, 事案主体が各 々 の 立場 で 供給主導型 の

施設を利用面 で い か 紅自 由度を高 め るか , ま た その た め

表一9 か ん

に 雄設 の 改良す べ き点 施設頻能の 啓 蒙と, 榛態と萄衡

す る作付揺導, 作物 の 橙物生理とか ん 水 島 施家運営管

理等 の 課題 に つ い て, 各 々 が取組み , 曲折を経 て 現在は

① 埋設定置配管方式の ス プ リ ソ タ ラ 一 施 設概健 粒食 あ

せ て
, 隣接圃場間で 作目の 調 整を して い る ｡

⑧ か ん が い 時間,
か ん 水量に つ い て は , 雄 設を道営管

理す る土地改良区, 各 加圧機 蒙単位 の 営農粗食 とで
,

営 農指導磯 関が示 し た, 主要作物別 ･ 生育 時期剖 (初

瓢 中期, 終期) の か ん がい 水量 の 設定値をちと に,

農家側 の 経 験を勘 案して実施 して い る｡ か ん が い方法

と して 札 午 前の 9 時間 ほ,
ロ ー

テ ィ シ き ソ か ん がい

( 日動 運転) , こ の 間甘こ
, 電磁葬制御旗設 に組 み込 まれ

て い る 自 ･ 手動 (全体の 10 % が可能) 併用 シ ス テ ム に

よ り, 個 乳 か んカ言い 要 望 へ の 対応 を行 う｡ 午後 の 5

時 間は, 手動運転 とし点滴 か ん がい
, 播粗 植付 け等

の 農作業 へ の 個別対応 を基本形と し て い る｡
か んカミい

水量, 時間 に つ い ては , 作物 の生 育期別等 を基本紅 行

っ て い るが
, 計画 7 品目 の 倍数を越 える作物が作付 さ

れ て い る こ とと, 同
一

作物で も作期の 違 い 等が
′
あ 哲,

間断 日数が, 2 日
,

1 日
､, あ る い は , 午一弘 午後各 1

臥 また 1 回 の か ん が い 時間 も,
1 時間, 0 . 5 時間と

多様な対応を して い る
.

｡

⑨ 施設管理中こつ い ては , 寒冷飽 の 宿命か ら, 施設 の凍

漁労策は 重要で , 避け られな い も の で あ るが
, 設計面

で の 配慮に も限界があ っ て,
パ イ プ ラ イ ソ で は

, 自由

永面 を持 つ 吐出水槽, 加圧換濠 吸水堵 と, 管蕗 付帯の ･

空気弁, 排泥 弁施設等 乾 有効な方法を見 い 出せ なか っ

た
｡

こ れ紅 よ り, 用永 開始期 の パ イ プ ラ イ ソ の 充水偉

業 と, 末端 ス プリ ソ ク ラ ー 配管 へ の 配水作 急 用水終了

期 の パ イ プ ラ イ ン からの 排水作業と, 宋礁 ス プ リ ン タ

が い 実 務 表

年
項 目 54 年 l 55 年 I 56 年 卜 57 年 l 58 年 J 59 年

① か ん が い 面 積 ( k )

⑧ 気 象

(イ) 有 効, 降 雨 日 数( 日)

(ロ) か ん がい 期, 降雨量( 皿)

監③ か んか い 実繚

¢う 歴 日 数( 日)

肖 ポ ン プ 運 転 日 数( 日)

糾 年 間, 用 水 量( 千述)

④ ポ ソ プ運転経費

N 基 本 電 力 料 金( 千円)

什) 使 用 電 力 料 金( 千円)

朗 直 接 人 件 費( 千円)

(ワ) 紆 (千 円)

⑧ 10 a 当り水 費

(リ)/ ⑤ x lO ( 円)

19 8

3 0

9 7 1

15 3

9 7

2 5 3

欄

馳

53 0

晰

l

1

4

2 , 0 5 4

2 9 3

3 5

5 5 1

1 5 3

1 0 3

1
,
2 5 8

6 3

8 0

釘

30

2

9

9

2

3

3

1

9

3 ,
1 5 0

4 2 1

4 1

1 , 2 2 5

15 3

10 5

1 , 16 0

6 , 0 7 8

6 , 1 4 2

2 , 5 4 1

16741

3 , 5 0 6

5 0 8

2 8

5 5 4

1 5 3

1 1 7

2 , 5 0 6

5 , 8 4 6

軌8 5 0

2 , 7 6 6

1 8 , 4 6 2

3 , 6■34

5 68

27

5 59

15 3

10 6

1
,
7 3 7

6
,
1急2

9 ,､
3 6 7

4 , 6 7 0

2 0 , 1¢9

3 , 5 5()

5 9 2

2 5

5 5 1

1 5 3

1 0 0

2
,
α娼

6 , 0 4 2

8
,
8 7 7

5 , 4 5 7

2 0
,
き7 6

3 ,

.
44 1

5 廿皿/ 日以上

5 月 1 日 ～ 9 月30 日

5 月 1 日 ～ 9 月30 日
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ラ ー 配管か らの 排水作業等, 各 々 の 段 階で
,

か なり の

時期 と費用を要 し て い る｡
また , 充水作業に よ る管路

ト ラ ブ ル 防止と, 末端ス プ リ ソ ク ラ ー 配管 の 排水作業

洩れと に
, 慎重な対応を して い る ｡

揚水 ポ ン プ
, 加圧ポ ン プの 運転と, 電磁 弁制御に つ

い て ほ , 支障とな るもの がなく , 当初 の 加圧 機場 1 ケ

所 1 人配置管理か ら, 現 在ほ 2 ケ 所の 加圧機 場 ( 支配

面積, 約 20 0 b a) 1 人配置管理で 運営 して い る｡

5 4 年か ら5 9 年 まで の , か ん がい 実 績の
一

部 を表- 9 に

示 す｡ 表か らほ , か ん がい 用水量 に比較 して
,

ポ ソ プ運

転回数が多い こ とが目立 つ
｡ 原因を特定 する に至 らない

が, その 多くは, ① 日照 紅 よ っ て
,

か んが い 直後 でも

圃場 表面 が乾燥す る こ との 不安 か ら,
1 回当り少量 か ん

がい を数 多く行 な っ た こ と｡ ② 作 目が多い こ とと, 作

期 の ズ レ か ら, 数多く か ん がい を行 なう必要 と に よ るも

の だ ろう｡

か ん がい 開始 以来, 営農指導機 関共 ども, 作物 の 植物

生理と土壌水分, か んが い 水量を関係づ けた , 効率的 な

か んが い 方法を模索 し, 土壌水分測定 に つ い て , テ ン シ

オ メ ー タ ー 法 , 石 こ う ブ ロ ッ クに よ る電気抵抗法, 誇電

永分計の 三 種類で 試み た が, 粗粒 の 砂 とい う土壌 特性か

ら
, 有効な定量数値を得て い ない

｡ 土壌 永分の 定量 に つ

い て
, 機 械的で 簡便な数値を得 る こ とが困難 とすれ ば,

今 後は, 主要作 物中に , 比較 的生 育状況 を, 目で判断 し

易い 指 標作物 を求め, 別種 の 方法 で得 る土壌永分と生育

状 況 との 相関を求め, 触感法 の 採 用に よ っ て , よ り適正

な水管理 を して行く考えで ある｡

7 . お わ りに

以上, 畑地 か んが い の 後進地, 東北 の
一

隔で 実施 中の

砂 丘畑農業 の ス プ リ ン ク ラ ー か んが い甘こ つ い て 述 べ た
｡

昭和47 年着工 以来, 模索 と試行を重ね て計画 の70 % の 進

捗 を見 て い るが, 施設水準に つ い て も, 改良点 の 課題を

残 し ながらも, 砂 丘農業尋問家か ら, 圃場整備, 永利施

設永準 とも に
一 定 の 評価を得 て い る｡

昭和59 年 7 月 下旬か ら8 月 下旬紅 至 る
,

お よそ,
1 ケ

月 余 り続 い た 酷暑と干ば つ甘こ
, 周辺農家が雨を切望 して

い た 時, 地区 の ス プ リ ソ ク ラ
ー

は
,

連日
, 欲 っ す るがま

ま, 人工 の 雨を降らせ た が, 畑作営農の 経験不足の 嘉 し

さで , 水を高度 に 利用 し
, 営農 に 絵び 付けた との 評価を

多くは 聞けなか っ た ｡

安定 した 農業経営 の た め に
, 他 の 野菜生産地 との 比較

で
, 市場距離 , 自然条件等の 地域 性の 劣性を越 える覚悟

で, 砂丘 匠挑 ん だ, か つ て の 熱 い想 い の 持読 こ そが, 寒

冷地砂丘 農業を成功 させ得 る も の で あ り, その 成功 が

即, 砂丘 畑ス プ リ ソ ク ラ ー

か ん が い の 真価を決 め る だろ

う｡

* 農業 土木事業調 査設計 *

※ 農業開発事業に関する調査 ･ 計画 ･ 設計並びに施工管理

海外開発事業に対する農業土木技術の コ ンサ ル テ ィ ン グ

業務､

一

般土木事業の調査 ･ 計画 ･ 設計業務

農業集落排水の新規計画 ･ 設計 ･ 実施

誓悪日本農業土木コンサルタンツ
代表取締役社長 岡 本 勇

常 務 取 締 役 西 岡 公

本 社

仙台事務所

札椀連為所

東京都港区新棟 5 丁 目3 4番 4 号 農業 土 木会館4 1管
T E L O 3 (4 34) 3 8 3 l - 3

傲 台 市 本 町 2 丁 目 9 番 12 号 藤 ピル 2 階
T E L O2 2 2 ( 63) 7 5 9 5 - 6

札 幌 市 西 区 手 稲 金 山 3 3 - 1 0 0

T E L Ol l ( 6 84) 0 5 8 1
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【報 文】

セ ミ シ ー ル ド 工 法 に よ る推進用鋼管推進 の 設計施工 に つ い て

- 一 霞 ケ浦用永 ･ 土 浦工 区 ( 4 件 工事) 施 工事例 -

鄭

郡

征藤

屋

伊

土

日

1 . は じめ に … 一 ‥ … = … … … ･ ‥ … …
… ･ ‥ … … ‥‾‥ ‥ 7 2

2 . 設 計‥ … … … ･

†
… ‥

･ … ‥ … … … ･ ･ … … … ･ ‥ ‥ ‥ 7 2

2 - 1 地形地質 ･ ･ … ･ ･ ‥ … … ･ … … ‥ ‥ … ･ … ･ ･ t ･ ‥ ･ ･ ･ 7 2

2 -

2 推 進工法 の 選定 ‥ … … ‥ … … ･ ‥ ‥ ･ … ･ … … ･

7 6

2 - 3 シ ー ル ド機 転用計画 … … … ･ … ･ … ‥ … … ‥

7 6

2 - 4 併設推 進の 離 間･ ･ ･ ･ … … = … ･ …
‥ … ･ … ‥ … 7 7

2 - 5 推進管 の 設計･ ･ ･
‥

･
･ ･ ･ … ∴ … … … ‥ ･ … … ‥ 7 7

2 - 6 ■推進 力 … ‥ ‥ ‥

.
･ ･ … … ‥ ･ …

‥ ･ ･ … ･ ･ ‥ … … ∴ ‥ 7 7

1 . は じめlこ

霞 ケ 浦用水事菓は, 茨城県西南地域25 市町村の 経営耕

地約75
,
0 0 0 b a の うち 約30 % 甘こあた る耕地21

,
6 0 0 b a甘こ対 し

畑 地か ん が い 及び 水田補給水 と して 最大 17 . 7 6 1ぜ/ s を補

給す るとともに ∴15市吋村 に 対 し最 大 0 . 5 8 ガ/ s を供給

す る水道 用水供給事業 及び15 市町村 に対 し最大 1 . 06Ⅰガ/ s

を供給す る工 業用水供給事 業か ら成 っ て い る｡

上 記の 計 画を達 成す る た め に水 資源開発公 団ほ, 霞 ケ

浦湖 岸に揚 水機場 を建設 し 霞ケ 浦か ら鬼 怒川に 至 る基幹

線 永路と して
, 送水路 約2 1 血 ･ 筑 汲･ト ソ ネ ル 約13 血 ･ 管

茨城 児

霞 ヶ浦

工位 置

土 帝

取手

甘

七F

11

東 京

園 - 1 位 置 図

*零ケ噂用水建設所

一8

雄

T

2

3

7

一8

備

一2

2

次

3

地盤改良工 法･ … ･ … ･ ･ … ･ … ‥ … …

,
‥ … ･ … ･

7 8

施工 計画･ …
･ ･

… ･ … … ･ …
･

･ … … ･
･ ∴ … …

･
… 7白

工 … ･ ･ ･ … … …
-

… ･
‥

･
･ ･

･ …
･

… … ･ … ･ ･
‥

… …

7 8

推進力･ ‥ … … ･ ･ ･ … … … … … ･ … ‥

,
… … ･ ･- … ･7 8

3 - 2 作泥 材, 滑材, 裏 込材 … … ‥ … … ･ …
二

… … 7 9

3 - 3 推進管の 方 向制 御･ ･ … … l ･ … ･ … ･ … ∴ ･ ･ … ･ 7 9

3 - 4 シ ー ル ド機 の 管 理 … ･ … … ‥
･

･ ･ … … … ‥ … ･

8 0

4 . :お わ り軒こ
… … ･ ･ … … ･ … … =

† ‥
･

‥ … …
･

･
… ･ …

‥
‥

8 0

水路約1 7 血 等約51 血 を 霞 ケ 浦用水事彙の ⊥ 藻と して 施工

す るも の で ある｡

当事業 の うち 公 団施工 分に つ い て は , 昭和59 年度 ま で

の 墟捗は , 送水路約2 1 血 の うち 約17 血
, 筑波 ト ソ ネ ル 約

1 4 血 の うち 約7 l 皿 で あり, 率に して 約4 1 % が完了して い

る
｡

送水路約21 b n は
, 内径 2

,
2 00 皿1 2 達の 管路で

, 開削工

法 に よ り埋 管 して い る が
, 常磐自動車道, 国道等 の 高盛

土 で公 共性 の 高 い 5 ケ 所 の 横断工 事 は, 経済性等 を考慮

し て推進 工法 匠 ま り施 工 し た
｡

こ の 推進工 法 ほ, 密閉加圧式磯城据 シ ー ル ド 機 を 用

い , 昭和58 年度か ら昭和6d 年度現在で
, 総推進延長 637

m の うち 串4 5
_

m の 施工 が完了 し, 9 2 m の 1 件工 事が残 っ

て い る ｡

こ の 報 文は
,

これ らの 推進工 工 事 の 設計 ･ 施工 の 概要

を紹介す るも の であ る｡

2 .′ 設 計

2二1 地形地質

-一 当工 区は , 常磐線土 浦駅の 北約 5 血 の 所を中心 に ほ ぼ

西 北西 γ 東南東方向に 延び る約5 血 の 区間 で
, 標高27 m

前後の
‾
台地で あ る｡

こ の 台地は
一 般に常総 台地と呼ばれ

て い るも甲で あり, 奉層2 m が茶褐 色の 関東 ロ
ー

ム 層 ,

直下か ら深度 3 . 5 皿 付近 ま で が乳褐灰色 の 常給粘土 凰

以下10 甲革後ま で N 値10 前後 以下 の ゆる い 礫握 り砂層 が

分布する｡

ここの 礫 湿り･ 砂層は洪積世後期 (約10 万年前) に 当時 の

鬼森川水系 の 氾濫 に よ っ て推積 した 竜 ヶ 崎 層匠 相 当す る

-

7 2
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と考えられ る｡

本層 の 下底 は 標高1 4 m 前後で 平坦に な っ て い る ｡

常磐自動車道付近か ら南東部で は 本層に 代わ っ て, こ

れ よ り古 い 成 田累層 匠属す る と考 えられ る地層が 分布す

る｡

こ の 層は , 砂 , 砂礫, 粘性土 の 互層状 をな し て い る

が, そ の 下底は 標高10
～

1 2 m と竜 ヶ 崎層 よ りやや低くな

っ て い る｡

竜 ヶ 崎層及 び成 田層の 基盤は 下総層群 の 下部 に 該 当す

る と考 えられ るも の で,
シ ル ー層を挟在す る微細砂 を主

とす る ｡

送水路路線 の 低地部ほ , 上記台地を開析す る谷地形 を

示すも の で, 榛高2 4 m か ら8 m と漸次 榛高 を下 げる もの

で ある｡

地質 構成 は表層1 t 6 ～ 2 ･ 6 m 迄が含水比 400 撃前後 の 腐

植上 層, 以下 4 m 前 後ま で がN ≦10 以下の ゆ るい 砂 (礫

渡 り) 層及び 粘性土 で
, 主 とし て低位段 丘堆積物 か 沖積

層と 考えられ るも の で
,

こ れ以下 の 基 盤は 上述し た 竜ヶ

崎層な い し成田層とな っ て い る｡

地下 水は, 標高2 4 m 以下の 低 地部 でケまほ ぼ 地責 付近か

ら湛水 して い る｡

以下地形地質 の 模式 図を図
-

2 紅 , 土質 の 物性値を表

-

1 に , 粒度分布 を図 -

3 に示す ｡

路 体盛土

水 田面

推進鋼 管

≠2
,
2 00

T s

( A c
,

A 5)
一

D s l

D e l__ _
_ _..･･･-

- ･ 一

D s 2

D c 2

･

.
D s 3

■

D c 3

因 - 2 地形地質 模式図

表一1 各 土 質 の 物 性 値

項
目

土質分類

密 度
( t / ぜ)

r t
潤
l 繁君湿 潤 冨i㌔s

重 液 性
限 界

W I +

塑 性

指 数

1 p

細粒分

含 有率

F
.
C

( % )

内 部
摩擦角

¢
0

0

力着粘
水
数

透
係

E 皿/ s

値N
統
類

本
分

日
一
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表- 2 工 法 別 比 戟 表

㌫
＼

＼
＼ご≧事 務 式1 掘 削 機 付一望ッ ク ー雲l 密閉加圧式篭泥土加圧式笥泥 水加圧 式

工 法 の 基本
的な特徴

自立性 の あ
る土質 に 適し

,

口 径 ･ 土質 ･

施 工条件 に応
じた各種 の 山
留機 構等を使
用 し, 人 力 に

よ り確削を行
う｡

自立性 の あ
る土 質に 適 し,

パ ケ ッ ト タ イ
プの 掘削機 に

より掘削す るく

自立性 の ある

土質 に適 し,

カ ッ タ ー ホ イ
ー

ル の 面坂,

ス ポ ー ク甘こ よ

り山留 を行 い

なが ら掘 削を

行う｡

バ ル ク ヘ
ッ

ド前面 の チ ャ

ソ パ 内に 充満
され た掘削土

砂 に よ り保持
し なが ら葬消り
を行う｡

据肖11土砂 に作
泥土材 を注入 し,

強制 的に混合授
は ん し, 不透水
性 に優 れた 泥土
に 変換 させ たも
の を チ ャ ン パ 内
に充満 させ

, 切
羽 を保持 し なが
ら布 部を行う｡

バ ル ク ヘ
ッ ド

前面 の チ ャ ソ パ

内に泥 水を送 水
充満 し

, 泥水圧
及び カ ッ タ ー ホ

イ/ レ面 板に よ り
旬プ羽 を保持 しな
がら擬制を行 う｡

地下水位 が高く湧 水を伴
う場合 に は

,

一 般 に圧 気
薬液注 入, デ ィ

ー プウ ェ ル

等 の 補助工 法 を必要 とす る

切羽 の 安定

び

に

を

位
水

合
般
薬
デ
ュ

助

及
ク

留

永
漢

場
一

,

,

ゥ

補

板
一

山
○

下
く
う
,

気
入
プ

の

面
ポ

り
う

地
高

伴
は

圧
注

一

等

ス

よ

行

が
を
に

に

液
イ

ル

1

2

工法 を必要
とす る｡

切羽の 保持は ,
バ ル ク ヘ

ッ ド前面 チ ャ ン パ 内に 充満
された 軽部土砂むこ より行う

(2) チ ャ ン パ 内に 充満された
土 砂の 土圧を ,

/ く ル ク ヘ ッ

ドに 設置 した 土庄計に よ り
検出 し, その 値が 切羽土庄
むこ 見合う値を 保 つ ように 掘
削土量とス ク リ ュ

ー コ ソ ベ

ア 排土量 の バ ラ ン ス を制御
す る｡

(1) 切 羽の 保持
は泥 水圧及 び
カ ッ タ ー ホ イ
ル 面板甘こよ り
行 う｡

欄
班

汚
郡
絹
酬

㌫
銅

品
.

叫

跳
棚
軌
椚

揮
肌

噌
蜘
脚

跳

の

力
り
の

圧
皿

つ

中
プ

停
水
プ

制

2

適 応 土 質
自立性 の ある, 地下水位 の 低 い ロ ーム

,

粘土, シ ル ト及び 砂礫層｡

が

し

御
.

シ

分
も
ま

と
る

30

れ
は

○

砂
有
刺
は

は

土
と

含
こ

あ
～

ま

合
る

土
を

た
乾

山
粘
く
上
る

で

20

含
場
あ

削
性
し
っ

地
.

な

以
い

要
,

上
る

で

据
動
定
保
削
卜

少

%
て

必
た

以
い

適

硫
安
を
据
ル

が
10

れ
が
ま

%
て

最

揮削土砂に 作
泥土 材を 注入 し,

強制的甘こ混合捜
ほ ん し , 不適 水
性甘こ優れた 泥土
に 変換 させ た も
の を チ ャ ン パ 内
に 充満 させ るた

め土 質 の 適応範
囲ほ 広い

｡

乏
水
水
砂
,

に

下
野
水
屑

性
地
い

滞
卜

立
.

高
.

ル

層

白
く
の

層
シ

礫

し

位
砂
質
砂

l

(2) 据進中 の 切
羽の 安定性か

ら掘削地山匠

シ ル ト , 粘土
分が10 % 以上

含 まれて い る

場合が 最適 で

あ る｡

4
排土及 び後
方設備

(1) ベ ル ト コ ン ベ ア 十 ズ リ ト ロ に よ り
行 う｡

後方設備 とし て は,

｡ 立坑 ズ リ 出し設備

0 ホ ッ
パ ー

(2) 一

般残土 とし て処理 で きる
｡

(1) 排土 の 性 状は チ ャ ン パ 及
び ス ク リ ュ

ー コ ソ ベ ア 内で

圧 密止水 され る の で ダ ソ プ

積み 可能 な状態｡

(2) ス ク リ ュ

ー

コ ソ ベ ア ＋ ズ

リ ト ロ に よ り排土を行う｡

後方設備と し て は

0 立坑 ズ リ 出し設備

○ ホ ッ
パ ー

(1) 流体輸 送 の

た め
, 能 率 よ

い 排土 が で き
る とともに 自
動化が容易｡

(2) 流体輸 送を

行 うた め の ポ
ン プ設備 が 必

要｡

(3) 救 出土 砂を

ダ ソ プ積 み 可
能 な性状 とす
る た め に , 泥
水 処 理 設 備
( 一 次処理,

二 次処理) を
必要 とす る｡

-
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-
→
研

1

u

牙
付

け

出
耶
の

一

心

-

出

面
∽

施 工 場 所 延 長 管径, 本数 土か ぶ り 地 質 粒度特性
均等
係数

含 水 此 N 値 透水係数 セ ン断特性 備 考

①
常磐自動車道

(道路 公団)
100 ml

推進鋼管

≠2
,
200 ×2 連

@ 6 m X 3 4 本

M a x 15 m

M i ロ 5 . 7 田

腐植土

レキ混り細砂 ( Di 5)

レキ≠< 5 0 皿m (円 レキ)

D i 5

レ キ 1 0 %

砂 7 3

窟
レ

主 17

30 2 2 ～ 24 % 1 0 - 1 5

c m / 5

1 0‾3 ” 10‾4

條
度か

羞)
≠｢ 2 6 - 2 8

【 豆
p t

② 県道土浦八郷線 28 .5 爪

推進鋼管

≠2
,
20 0 × 2 連

@ 6 m X lO 本

M a x lO . 5 m

M in 5 m

腐植土 ( A p t)
レキ混り粘土質細砂( A i5)

レキ≠< 1 0 山

A i s

レ キ 1 %
砂 8 4

粘土 1 5

3･ - 6 30 % 6 ～ 8

2 ×10‾5

(現場試験)
A i 5≠= 30

0

腐植土 ( A p t)

砂 レ キ( A g) レ キメ< 10 山

粘 土 (A i c)

A ie

砂 2 %
シル ト 4 5

粘 土 5 3

90 %
A g 5

A i c 2 ～ 3

A i c

c
= 6 t/ m

2

③ 国 道 6 号線 6 2 皿

推進鋼管

≠2
,
20 0 × 2 連

@ 6 In X 20 本

@ 4 山 × 2 本

M a x 8 m

M il1 2 .5 m

腐植土 ( A p t)

砂 レ キ (A g)
シ ル ト ( Ai ¢)

Åie

砂 2 %
シル ト 4 7

粘 土 5 1

97 %
A g 3

Ai c l
A i e

c ; 8 t/ m
2

A ie腐毯土 ( A p t)
レ キ混り細砂( A i s) レキ

レ キ混り細砂( D i s) ≠< 5 0 m m

A 王台 D i g

レ キ 5 1 S %

砂 89 7 9

窟
レ

主 6 8

3 - 4 16 ～ 20 %
A i s 13

Di s 29

A i s

2 .5 ×1 0‾3

(現 場試験)

A i s ≠三 29
0

D i s ≠= 4 0
0

④
市道l 扱9 号

(国体道路)
8 2 m

推 進鋼管

≠2
,
20 0 × 2 遵

@ 6 m X 28 本

M a x 16 .2 Ⅱl

M iJ1 2 , 5 廿l

砂混り粘 土 ( A c)

レキ混り粗砂 ( A g)
レ キ≠く3 0 虹 m

A c

砂 4 5 %

訂
レ

主 5 5

A c 33 %
A c 3

A g 5 - 7

A (:

c
=

9
-

10 t 血
会 ㊤

憩細砂 (A s)
レ キ混り粗砂 ( A g)

レ キ≠く3 0 m m

A g 14

A s 3

⑤

国 鉄 常磐 線

お よ び

娘 道

4 6 m

推進鋼管

≠2
,
2 00 × 2 連

@ 6 m X 16 本

M a x 1 4 ,2 m

M in 9 m

粘土 ( D c)

D ¢

守沙 ユ%

シルト 60

粘 土 39

45 .8 %

l

1 5 ～ 1 7

(硬質) p 5

表 - 3 施 工 場 所 別 地 質 一 覧 表



1
(

整

骨
中
担
嘲
糾
増
額

0 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

30

2 0

1 0

‖‖ l l
■■■
一

一'つ
′

l リ
ー ■

β

川l l .
/ 1- ノ

J

l

断
と一

胡 構…
g

川】 r

1 l

S

l

l

J /

/

/
/

Z
才 矧〟･

C

/

l l l

p

21
l】

≠一担
ノク /･

′

. 1J i f 】
l /1 ∬-1 川 l ll l

l
∠州 川 , lj ー

C

l 川…l 川 l ll l
l l 什

一 S
ll川fl 川 Ⅰ j l 】

0 . 0 0 1 0 . O 1 0 . 1 1
. 0 1 0 . 0

｡ . ｡ ｡ 5 ｡ . ｡ 7賢 虎2

D (m

セ. ｡ 4 .7 6

土_ _ + _ ⊥ _ とまヒL . .

____
+
_
塵
__
塾 +

_
+ 虹

_
盤
_ +緬レキ レ キ

図- 3 粒 度 分 布

2 - 2 推進工 法の 選 定

(1J 推進 工法 の 分類

推進 工法 は, 据 剖方法, 据 削機械及 び補助工 法等 に

よ り種 々 の 工法むこ分深 され て い る ｡

以下 表- 2 に 工法 別比戟表を示 す｡

(2) 施 工 区域 の 地質 特性

推進 区間甘こ
, 沖積 層開析谷 の 上流部 に位置す る常盤

自動車道 か ち下流部 に位 置す る 国鉄常磐線ま で の 約 5

血 の 区間 で 5 ケ 所 あり, そ の 地質 は, 腐食土 層 ･ 沖積

こ三砂礫 層 ･ 沖積 粘土 層 ･ 洪積 砂層 ･ 洪積 粘土 層と , 変化

に 富ん で お り表- 3 に 一 覧表と し て示す ｡

(3) 工法 の 選定

工法 選定上 で 制約となる条件 を 列記すれ ば, 次 の 通

りで ある
｡

( 公 共性 の 高 い 道路等 の 横断箇所 で ある
｡
)

0 据 判断面 が外径 で 2
,
3 5 0 Ⅲm で ある｡

0 地下水圧 が切羽 で 0 . 3 k甘/ 00
2

以上 ある
｡

0 地質は 切羽上部が腐食土で
, 以下砂層及び 粘土層

で ある｡

0 最小土被 りが2 . 5 n で , 地表 は水 田も しく は蓮 田

で腐 食土 層か ら成 っ て い る_｡

｡ 推進延 長が 3 0 ～ 1 0 0 m で ある｡

ンクフ

トく

ミモこ
ニフ忘

以上 の 事をふ まえ 各工 法 に つ い て 検討を加え密閉加

圧式横械掘 セ ミ シ ー ル ド工 法を採用 した
｡ 以下 にそ の

経過を 記す｡

(∋圧気 工法

最小土被 りが 2 . 5 m と浅く, 高含水比の 腐食土層

か らの 漏気 が生ず るお それが ある の で危険 で ある｡

(卦薬注工 法

腐食土 層 ･ 砂 層 ･ 粘土 層と地質が復雑 で
, 適切 な

薬液がなく工 費も高い ｡

③ デ ィ
ー プ ウ ニ ル 工 法

排永圧密むこ より盛土 の 沈下が生 じ る ｡

以上の 理由 に よ り補助工 法を必要とす る手揮式 ･ 機

械揮式 ･ 回転 力 ッ ク ー 式の 各工 法は 不適当 で あ る の

で, 面板塑の シ
ー ル ド機に よ る セ ミ シ ー ル ド工 法すこ つ

い て 検討する
｡

④泥水加圧式 セ ミ シ ⊥ ル ド工 法

推進 延長が最大 100 m で 流体輸 送の 利 点 が 少 な

く, 泥 水処 理設備 費及び 処理費が割高 となる 点と,

上部腐 食土 層か らの 逸水及び 洗握の 危険性 が あ り方

適当で ある
｡

⑤泥 土 加圧式セ ミ シ ー ル ド工 法

最適 な工 法 で ある が, 後述す る 密閉加圧式 セ ミ シ

ー ル ド工法 と比戟 して シ ー ル ド機 の 製作費 が少し高

い ｡

⑥密閉加圧式 セ ミ シ ー ル ド工 法

地下水圧甘こ 対抗す るた め に
, 粘性付与材 ( 粘土)

の 注入及び 排土 口 に ロ ー タ リ ー

フ ィ ダ ー を装着すれ

ば
, 機 能的に ほ , 前述の 泥 土加圧式とほ ぼ同等の 機

能 を有し, なお か つ 横械 の 製作費が少 し安 い の で 本

工法 を 採用す る ｡

2 - 3 シ ー ル ド機 転用 計画

土浦工 区の シ ー ル ド機転用計画は , 次の 通りで ある ｡

(1) シ ー ル ド擁製作 昭和58 年4 月 ～ 昭和5 8 年 9 月

注 入管

中ヰ
注 入管

ス クリ ュ
ー コ ン ベ ア

目
白
○

岨

の
.

N

山
村

ユ

も

J
l

l

l し.

ロ

呵

ロ

ジャ ッ キ

+

ロ ー タリ ー

フィダ ー

モ ー タ ー

_

機 長 4
,
7 2 5 m m

図- 4 密閉加 圧式機 械据 シ ー ル ド壌
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(2)常磐自動車道推進工

(3)県道土浦 八郷線推進工

( 4)国道 6 号線推進工

(5) シ
ー ル ド磯保管

(6)市道 1 級 9 号線推進 工

(7) シ ー ル ド磯保管

(8)国鉄常磐線推準工

2 - 4 併設推進の離間

昭和58 年10月 ～ 昭和58 年12 月

昭和58 年12 月 ～ 昭和59 年 1 月

昭和59 年 1 月 ～ 昭和59 年 3 月

昭和59 年 4 月 ～ 昭和59 年12 月

昭和59 年1 2 月 ～ 昭和60 年 3 月

昭和60 年 3 月 ～

昭和60 年度 ( 予定)

併設 ト ソ ネ ル で は, ト ソ ネ ル 相互の ゆ るみ範囲が重な

ると応力干渉Iこ より予想以上の 土庄が発生す る｡

した が っ て
, ゆ るみ 範囲が 接触 しな い よう離 間を決定

しなければな らな い
｡

計算式は ,

一

般甘こ用い られて い る 砂質土 の ア ー チ ソ グ

効果を考慮 した テ ル ツ ァ
ー ギ公 式を用い た ｡

計算式中の 土 の 内部摩 擦角及び ゆる み 範囲 の 考 え 方

は , 次 の 通りで あ る｡

(1)内部摩擦角は , N 値 よりの 推 定値 で ある ｡

(2) ゆ るみ 範囲に は , 粘着 力を待 っ た 沖積粘土 及び腐 食

土 が含ま れて い る
｡

(3)開削区間の 併設管路の 離間 は
,
3 . 2 5 m で ある｡

以上の こ とをふ ま え表
-

1 に示す各土質 の 物性値 に基

づ き内部 摩擦角を男鹿 とし
, ゆる み範 囲は

, 接触 し ない

ことと して決定し た ｡

ま た, 推進前 に発進立坑 よ り採土 し三 軸圧蘇試験 ( C

の を行 うととも匠推 進管 に土圧計 を, 地 山内に沈下計

を設置 し , ゆる み範 囲の 確認後 2 条目 の 推進 を行う こ と

とし, 併設推進 の 離間 を4 . 4 m と決定 した ｡

′

′:丁
へ

＼
､ ノ

へ
､

､

､ 言
l

l p
1 1 R

心 R

D ▲ ≠

l =
R

･

4 5
0

- 〟2

E

4
. J

4 00 I

: 中心間隔
: 余裕据
: 純報 国
: 掘 削径2 . 35 m

: 〝 半径( D/の
: 内部摩擦角2 5

●

も = R = ＋ si n (45
0

- 〟糾 = 1 . 17 5( 1 ＋ 0 . 53 730) = 1 ･ 80 6 m

B o = R c o ざ(45
0

- 〟2) = 1 .
17 5 X O . 糾 33 9 = 0 ･9 91 n

B l = B o ＋ b ね n (4 5
0

- 〟2) = 0 .9 91 ＋ユ. 806 ×0 ･ 63 7 = 2 ･ 14 1 m

e
= E - 2 B l = 4 . 4 - 2 ×2 . 14 1 = 0 .1 m > 0

園 - 5 併設推進の 離 間

2 - 5 推 進管の設計

推進管 の 設計に 当 り管休の 強度 計算等 の 基準 は, 水道

用推進 鋼管設計基準 ( W S P - 0 1 8) に基 づ い た｡ なお 管

の 諸元 の 決定匠 当り次 の 点 を考慮した ｡

(1) 口径 2
,
2 00 血 の 管厚は , 擦準管厚19 血と した

｡

(2)管外径ほ, 水道用推進鋼管Ⅰ型が 2 ,
訓 伽 叫 水道 用

推 進鋼管Ⅰ型が2 , 3 5 8 Ⅲ血で ある｡

水道用推 進鋼 管は
, 中詰 の モ ル タ ル厚さ を変更 し

て も管魚度計算上何ら問題は なく,
また Ⅰ塑, ‡型

とも優劣は ない の で
,

シ ー ル ド機 の 外径 に合わ せ て

管 外径を2 , 諮0 皿 と して決 定 した｡

(3)管の 定尺長

管 の 走尺長は ,
4 . O m が標準で あ る が

, 次の 点 を

考慮 して 6 . O m とし た ｡

①定尺長が長い ほ ど管の 溶 接が少 なく, 1 日 の 施 工

長が大 きくなり経済 的で ある｡

②製 造上 9 . O m 程度 ま で可能 で ある, 運擬費, 管 吊

込設備,
発進立坑設備 が割高とな り経済的 な延長

とならない
｡

以上 の 点に よ り,
1 日 1 本 の 施工 サ イ ク ル が経済的に

実施 で きる 6 . O m と した ｡

2 - 6 推進力

推 進力の 算定 は, 推 進ジ ャ ッ キ設備容 量を決定す る の

み ならず , 管体 の ジ ャ ッ キ推 力に よ る応 力度 の 算定や.

支圧壁 の 設計及 び支圧壁背面 の 受動土圧 の 検討等に 関連

し てく る｡

一 般 に推進力 の 算 定 式 は,
日本下水道協会式, 経験

式, 杭 の 支持力公 式を応用 した マ イ ヤ ホ ッ フ 式やテ ル ツ

ァ
ー ギ式があ るが, 推進抵抗は 次 の 要素 紅 より構成され

て い る｡

①推進先端の 貫 入抵 抗力

⑧管体 の 外周と土 と の 摩擦抵抗

今回の 推進工 は ,
セ ミ シ ー ル ド工 法で あ り,

こ の 工 法

は, ｢管 の 先端甘こシ ー ル ド橡 を装備 し, シ ー ル ドジ ャ ッ

キ 等に よ り振向を保 持 しながら糎 進し, 後部の ジ ャ ッ キ

に よ っ て 管を推 進す る方法 で ある ｡+ とし て い る が, シ ー

ル ドジ ャ ッ キ は方 向修 正 匠 用い るも の とし て , 推 進ほ捨

て元押方 式とす る考 えで, 前述 の ①の 貫 入抵抗 力を見込

む こ ととする｡

し か し,
一 般式で 示 され て い る刃 口 の 貢 入抵抗 力と,

シ ー ル ド機 の 面板甘こ掛 る土圧 とは 異なる の で, 面板 に】卦

る土庄 を想定 し初期抵抗 力とす る 2 本立 とし, 実蹟 に よ

り修正 す る方式 とした ｡

⑧の 摩擦抵抗 力に つ い て は , 滑材 の 注入 を計画 し て い

るが, 滑材 の 効果は 特に考慮せ ず必要が あれば実繚に よ

り修正 す る方式 とした ｡

以上の 点 をふ ま え次 の 3 式 に よ り推進力 を算 出し, 2¢

% の 割増 を行 い 推進 ジ ャ ブ 車容量を決定 した ｡

①日本下水道協会式

F = ア
｡ ＋〔( 打B c q ＋ W ) 〆十 汀B c C〕L

各記号 の 鋭 明は ｢ 下水道推進工 法 の 指針と解

説+ 参照｡

⑧経験式

⊥
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ア = S q r 十( β｡
P m 打 D

｡ 十 鈍M ) L

F : 推進力 ( t )

S ; 刃口周 長 ( m )

q r : 刃日単位長さ 当りの 貫 入抵抗 ( t / m )

D
o

: 管外径 ( m ).
M : 管自重 ( t / m )

的 : 管 と土 の 摩擦係数

P m : 管周 平均土 庄･( り ぜ)

L : 推進延長 (甲)

⑨圧力バ ラ ソ ス 式

日本下水道協会式 中の 初期抵抗 力 F
o を次式の と

奉 り考 えた ｡

下 = F o

′

十〔( 方B c q ＋ Ⅴ) 〆 ＋ 汀B e C〕L

但 し,

F
｡

/
=

P 打 B c
2

4

P : 切 羽単位面積当りの 推力 ( t / 述)

P = 上載荷重十 土圧 ＋ 水 圧

そ の他 の 記号 : 上記①に 同 じ｡

2 -

ア 地盤改 良工草 ‾

推進 工 の 初期発進及び到達時 に鋼 矢板の 鏡 切断 を行 う

率,
∴鏡面径が約 2 . 6 m と大 きく帯水層 の 腐食土及 び 砂礫

層 で あ るた め 止水と革面の 自立 を確保 する こ とと した ｡

地盤 改良手法紅 は種 々 の 工 法 が開発 され て い るが, 改

良土層 が高含水比 の 腐食土 と砂礫 層で地 下水流が観測 さ

れ て い るた め, 永 ガ ラ ス 系 の 薬液注入 工法 で は改良効果

の 確実性, 経済性紅 問題 がある と判断 し, 地 盤を積 極的

に 切肖帳 合 し土 中に セ メ ン ト系 の 固姑体 を達成す る援絆

注入工 法を採用 した｡

一.
地盤改良漁度 札 鏡面が自立す るに 必要 な強度に 安全

率を見込あ 3 軸/ 孤
立 としi 施 工 紅 当り改良土層 よ り資

料採取 を行 い
, 室 内配合試験に よ り最終的に セ メ ソ ト量

を決定す る方式と し た｡

写真 - 1 鏡 切 断 整 形

2 - 8 施工計画

旛 工 計画の 概要を示 せ ば, 次 の 通 りで ある ｡

①推 進は,･ 元押 ジ ャ タ 薄 で推進す る｡
･

② シ ー ル ド機 の ジ ャ ッ キ はi 方 向修 正滞 とする｡

.
③推 進時 に シ ー ル ド機 前面の 土圧 を管理 し,

ロ
ー タ リ

ー フ ィ ダ ー

や
ゝらの 排土量で土拝を調整す る,申･

④排土 は, 管内軒こ7 n の ベ ル ト コ ッ ペ ア ー を設置 し門

型 ク レ
ー

ン で土砂 パ ケ タ･ トを吊
.
出し ホ サ パ ー

･ に 授

入, ダ ソ プ道銀捨土 とする ｡

⑥滑材 と据 削土 の作泥材 は
, 粘土 を主材 とし配合 ほ掘

削土 の 粘土量 匠 よ り決 定す る
_

｡

⑥裏込材 は,
セ メ ソ ト 50 0 k皆 の 棲準配合 とす る｡

⑦ 日進量 は
,

6 m を療撃 とす る ｡

写真 - 2
‾

推進工 法の 施工 状況 ( グ ラ ビア 参 照)

ク 1/
･ -･ ン ホ ッ ノ 阜 -

r

鋼矢板 推進鋼管

シ ー / レ 職
ペ ンレ コ ン

地盤改良

8 . 4 m 最 大 1 0()ヵ 1 苛. ヰm

パケ サ ト

ストラ ゥ

汐ヤ クキ

支匡蟹

園 - 6 施 工 略 図

3 . 施 行

3 - 1 推 進力

推進力 の実繚 を図- 7
, 図- 8 に示すがい ずれも設計

推進力の 範囲 内で施 工が可帝であ っ た ｡

推進 力は, 地質条件や野材の 配合及 び注入量甲み なら

ず方 向修正 に よ る推力の 嗜大が大 きく拘 わ っ て来る b

,60

,
4 00

,
2 0 ■ 弼 曜 礁ニ
, 00 ■.

■ t

80

6 0

48

20 0

骨 髄 ､.

推
拓

l l l l l l l 1 1 1 1 t l l l l l

1 2 3 4 王; 6 ア 8 9 ユ0 ユ1 1 2 13 14 15 16 1 7

図
一 7 常磐自動車道推進力図

00

40

苫0

00

釦

60

胡

20

-

7 8
-

1 条目

カ丑 れ

JO
-ュ 5 6 7 1 1 1 乏 1 3 14 1 昏 1$ 17

図 - 8 市 道
▲推 進 力 図
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今 回の 施 工工 区は総 て管頂部 が軟 弱な腐 食土 層で あ る

た め 管が上方 に 移 動す る点 を当初 心配 して い た が
, 特に

その 傾向は 無か っ た
｡ しか し シ ー ル ドジ ャ ッ キ を用 い て

方 向修 正 を 行う時期及び修 正 量に よ り大きな推進力が必

要とな る場合がある の で, セ ミ シ ー ル ドエ 法で 推進用鋼

管を用 い る場合 の 最も重要な点で あ ると思わ れ る｡

3 - 2 作泥材, 滑材, 妻込材

当初施工 工 区は ,
ベ ン ト ナ イ トを用 い 作泥材を作 っ て

い た が, 産業廃棄物処理 の 規制も あり粘土 に 変更 した
.

実績を表- 4 に 示す｡

滑材, 裏込材ほ
,

一 般に 用 い られ て い る配 合 で 注 入

し
, 注入量は 表- 5

, 表 -

6 に 示す通 りで設計値を上 ま

表 - 4 作泥材注入実績

施 工 位 置 合
注 入 量

設計値 1 実 績

常磐 自動車道

国 道 6 号

県 道

ベ ン ト ナ イ ト250#
15 0 k 甘/ ガ

52 0β/ m

i %

市 道】
粘土2 醐

2｡ 柳 l6 10β′mj 認あ
表- 5 滑材注 入実按

注 入 量

設計値 】実 績

施 工 位 置 合

常磐 自動車道

国 道 6 号

県 道

ベ ン トナ イ ト2 50替
10 0k 甘/ 】ガ

マ ッ ドオ イ ル

4 0β/ Ⅰぜ

ハ イ ゲ ル 2k甘/ Ⅰぜ

C M C 2 k甘/ Ⅰぜ

15 1β/ m

l怒払
同 上

同 上

道
粘土 250♯

20 0 k甘/ Ⅰぜ

以下同上
同 上 慨提

表 - 6 裏込材注入実績

注 入 量

設計値 】実 錬

施 工 位 置 合

常磐自動車道

国 道 6 号

県 道

道

普通 ボ ル トラ ソ ド

セ メ ソ ト50 0 k甘/ぜ

フ ラ イ ア ッ シ ュ

2 5 0 軸/Ⅰぜ

ベ ン ト ナ イ ト250♯
10 0 k甘/】ぜ

洗 砂 300 k才/ガ

分散期 2 也′/Ⅰぜ

2 6β/ m

! 笥穿
同 上

摺袈ノ

同 上
】等級

同 上l 怒

わ っ た ｡ 施 工 管理 は , 注入量, 注入圧 力を自記管理す る

方式と した ｡

き 一 3‾
.

推進管の 方向制御

一方向制 御に つ い て は , 推進設備と推 進方法 が必要な 要

素とな 七 て い る｡

(1)反力壁

反力壁は , 全線力に 耐え る構造とす るの み ならず

後方 の 受動土庄が十分得られ る こ と, 及び 壁休が変

位 しない こ とと‾し
, 推進方向に 対 し直角書こ配置す る｡

(2)纏進台

推進台の 構造は , 変形等が生 じな い 構造と し, 方

向, 株高, 勾酉己が正 確むこ セ ッ ト で き る ととも甘こ上下

左右に 変位 しな い よう配慮す る｡

(3)推進用 ジ ャ ッ キ

ジ ャ ッ キ の 配置ほ , 上下左右が対称とな る よう配

置 しi 推力及び ジ ャ ッ キ ス ピ ー ドが同 一 とな る よう

調整す る｡

14) シ ー ル ド橡 の 発進

シ ー ル ド橡 の 初期発進で , 推進用鋼管を 用 い る壕

合 の 配慮す べ き事項 は シ
ー ル ド機後方 の 鋼管が 一

体

構造となるた め方 向修正 が目由に行えな い こ とで あ

る｡

注意事項 とし て は , ①推 進台 の 長さ を発進鏡面 に

で きる だけ近 づ け七設 置す る, ②地盤 改良 を行 っ た

鏡面 は初期偏位が生 じな い よう に シ ー ル ド機 の 面板

形 状と 一 致す る よ う整形する, 由初期推 進の ス ピ ー

ドは 小さく し, 常 に方 向を正 確 に測 量す る, ④地車
改良強度 は,

シ ー ル ド磯 の 重量に十分 耐えられ る事

を確認す る こ とがある｡ 以上の 点 に 注 意し正 確 な初

期発進を行 うb

(5)推 進中の 方 向修正

方 向修正 で の 配 慮す べ き事項 ほ
, 前述 し た よ うに

推 進用鋼管 が 一 体構 造となる の で急 な方 向修正 がで

きない こ とで あるぅ

方 向修正 の 注意事項 とし て ほi ①推進 ス ピ ー

ドを

小 さくす る, ②修正 ほ急浄牢行わず, 修正 後 の 方 向

が計画線 と平行 となる前 転シ ー 7レ､ドジ ャ
､

ツ キ に よ る

修正 を 中止 し て ,
シ

ー ル ド機 の 姿勢 と推進管 の 姿勢

を正 確甘こ測量 し, その 後 の 変位 に よ り次 の 修正 方法

を決定す るb

野方向修正 時 に は
, 測量を 密に行 い 常甘こシ ー ル ド嘩と

軽進用鋼管 の 姿勢を図化 し管理す る
‾

｡

方向修正 の 事例 とし て推進時 の 舵行と工 事完了後

の 蛇行を図 - 9
, 図 - 1 0 に 示す｡

_
3 - 4 シ ー ル ド磯 の管痩`

工 事休止期問町 串け るヤ ー ルード機 め保守点検管理は ,

シ ー ル ド機製作 メ 一 九 ー の サ ー ビス 工 場 と保管契約を 右
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び 管理 して い る｡

点検修理等甘こ つ い て は
,

カ ッ タ ー

ビ ッ トが位置粒 よ り

摩耗の 観 が異なる の で位置 を取替 えた 観 で あり, 部

分的 オ
ー

ノ
ミ ー ホ ー ル として テ

ー ル シ ー ル の 分節点橡を行

っ たが異状は なく良好 な連載状態 を保 っ てい る｡

4 . 由 あ りに

霞 ケ 清用水土浦工 区で採 用 した セ ミ シ M

ノレド工 法ほ
,

公 団として 初め て採 用 した 工法 で あり種 々 検討す べ き点

もあ るが現在5 45 m
,

4 ケ 所の 施工 は無 事乾 完 了し た｡

今後同様な工 法を検討 す るに 当り, 多少でも 参考に な

れば幸い で ある ｡

写 真 - 3 推 進 先 帝 部

揚水用両囁込うず巻ポンプ
､

口径: 釦0 ×80 0 m m
､
3 7 0 K W

農林水産省殿関東農政局 新宿揚水機 場納

⑳芸芸西島製 作 所
本社 ･

エ 場 大阪府高槻市宮 田 町 一 丁目1 蕃 8 号
℡072 6

-

9 5 - 0 5 51 (大代)

営 業 所 大阪､ 東京､ 名古屋
､
嶺岡､ 札幌､ 仙台､

広 島､ 高検､ 郭帯

出 張 所 佐賀､ 宇部､ 新潟 ､ 横浜

荒野を

みのり豊かな

大地に

トリシマの

使命です

排水用横軸斜蕊ポ ン プ 口径 : 1′6 0伽 山
､ 5 08 P S

広島県尾道農林 事務所殿 両名排水機壕納

-

8 0
- 放と土 欝6 ユ号 1 細5
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( り 藤沢町 の 概要

藤沢町は 岩手県 の 南端に 位置 し
, 宮城県に 接 した 北上

山系 の 最南端 に あり, 西端を北上川が貫流 して い る｡

東西16 . 0 キ ロ メ ー ト /} , 南北14 . 7 キ ロ メ ナ い レ の ほ ぼ

三 角形を なして お り, 面積122 . 6 6 平方 キ ロ メ ∵ トレ を有

し, そ の 約60 パ ー

セ ソ † が 山林原野 で あり,
わ ず か20 . 3

パ
ー セ ソ トの 北 上川 支流 の 沢水系 の 合流点 に 耕 地 が 閲

机 68 余 りの 自然 集落 が点在 して い る農山村 で あ る
｡

気候は 年平均気温が1 0 . 7
0

C と岩手県 内で は最も温暖 な

地区 に属 し, 平均 降雨 量も1 , 16 0 ミ リと少ない 地 区で あ

る が
,

小 盆地を形成し て い るた め年 間を通 じて の 寒 暖の

差が比戟 的大きい
｡

又 , 地質 ほ殆 ん どが秩 父古生 層, 中生層の 粘板岩で あ

り, 他 は 火成岩や沖積層とな っ て お り, 地勢ケま平 均海抜

が 167 メ ー ト ル で あ り,
0 ′

- 1 0 0 メ ー ト ル が2 4 パ ー セ ソ

ト 10 0 ～ 2 0 0 メ
ー ト ル が50 パ ー セ ソ トと比較的療高差は

少な く, 又 , 傾斜区分別の 割合は , 地形的に波 状丘 陵台

地を呈 して い るが
,
0

0
～ 8

0

が15 パ ー セ ソ ト
,
8

0
～ 15

0

が

29 パ ー セ ソ ト
,

15
0

～ 20
0

が48 パ ー セ ソ トと巌 やか で ある

など ｢ 開発可能 地+ を多く残 して い る ｡

一 方, 降雨量が少なく, 保水力の 豊か な山群 を持た な

い 本 町は, 水資源 が決 し て豊 か とは い えず, し ば しば夏

期 の 水不足 を招 き, 日常生活や農作物甘こ甚大 な被害 を生

じる事も あり, 水 資源 の 確定 が緊急 の 課題 と な っ て い

る｡

( 2 ) 過疎化 の 進展 と農業 ば な れ

一

着手県藤沢町長

次

㈹

桝

姻

脚

㈹

㈹

佐 藤 守
*

町行政 の 対 応･ … ･ … ･ … … ･ … ‥ ･ ･ ･ ･ … ‥ … … … … 8 3

地域営農計画 の 概要 … ･ … … … ‥ ‥ ‥ ‥ ･ = = ‥ ‥ … 8 4

農業基盤 の 整備の 取 り組 み
… ･ ･ ･ … … … … ･ … ‥ 85

地域産 業の 再編成 … ‥ ‥ … ‥ … ‥ ･ ･ … … ･ … ‥ ‥ … 8 5

農工 テ ク ノ ポ リ ス の 町づく り …
… ‥

･
･

‥
… …

‥ 8 5

おわ り匠ノ
… ‥ … … … … … ‥ … … … … …■･ … ･ … ‥

8 6

(9 過疎化 の進展

昭和30 年に 1 町3 カ村 が合併 した 当時の 人 口16
,
3 9 8 人

が45 年に は2 3 . 4 パ ー セ ソ ト減の 12 , 5 6 1 人と な､り,
4 6 年 は

過疎地域の 指定を受けた と こ ろで ある｡

こ の 急激な過疎化の 殆ん どは 中学や高校 の 新卒青年層

の 流出で あり
, 産業もな い 希望 の 少な い 農村部 か ら魅 力

あふ れ る都会 へ の 人 口 の 移動で あ っ た ｡

こ れほ
, 国 の 拠点開発 の 恩恵 を受 け繁 栄す る都会 とそ

の 恩恵 に浴 し えなか っ た 過 疎地 を含 め た地方 との ｢地域

間格差+ が経済 の 高度成 長ととも 匠大 きくひ らき,一就労

の 揚が乏 しく, 所得 の 低 い
, し かも都 市的 ･ 文化的居住

環境 の 整備 の 遅れ た 農村 か ら,
2 次 , 3 次産 業の 盛ん な

都 市 へ 将来性 と高 い 所得 を求め て 流出 した こ とで あり,

郷土愛 ,
土 着性 とい う最 後の 歯止め をも っ て も防 ぎきれ

なか
､

つ た 大きな時代の 流れで あ っ た ｡

② 農業ばなれ

本 町の 農 業ほ, 歴史的に もお か れて い る 地理的 ･ 自然

的条件 か らみ ても 基幹産 業と位置づ けられ て い る が
, そ

の 実情 は農家 1 戸 当りの 耕 地面積 が0 . 9 6 ヘ ク タ ー ル と零

細で あり, その 中で 水稲 , 畜産 , 養蚕 等の 複合多角を余

儀 なく され て い た た め , 所得水 準が国の5 臥6 パ
ー セ ソ

ト_ 岩 手県 の73 . 9 パ ー セ ソ ト と低 く, 特に高度経済 成長

の 中で ほ こ の 格差 がさ らに 広がり, 農業収 入自体 で は生

活が繹持で きない こ とが明確 に な る匹 つ れ, 過疎化の 進

行 とともに他産 業 へ 就労す る な ど, 農家個 々 の 兼 業化が

進み
, 全町世 帯の 8 割 を占め早慶家世 帯の 9 割が兼業農

家 となり, し かも 第芦種兼業農家 が過半数 紅至 る など農

業離れ が進 ん で い っ た ｡

･ 加 えて 800 人も の 世帯主 が現金 収人 を求 め て 1 年 の う

ち半年 は都会 へ 出稼 ぎし, 又, 土木作業 員等 の 日雇 い に

-
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出る人も徐 々 に 増 えて い っ た ｡

( 3 ) 地域集落 の 変容

こ れらに よ っ て最も変容 した の が ｢ 地域集落+ で あ っ

た
｡

従来, 同じ目的 の 農業経営集団や 共通 の 生活基盤 で結

ばれ て い た 地域が衰退 し
, 形骸化 し

, 農村 の も つ 伝統的

な地域福 祉社会 が次第 に 崩壊 し て い っ た こ とで ある｡

一

つ に は 農家個 々 の 就業形態が分化 し 多様化 し た事 か

ら画
一

的 な農業 を ベ ー ス とし た就業構造が 崩れ, 農家経

営 の 細分化 を も た ら し, 農家相互 が異な っ た営 農を行

い
,

し か も農家 自体の 中で も若者 や婦人 が他産 業に就労

す る傾 向が強ま り_ , 残 っ た 中高齢 者が農業 に 従 事す る ケ

ー ス が増 えた 事で あ る｡ こ の 鎗果 , 混住化が進み
,

"

ゆ

い
”

などの 農家 相互間 の 共 同扶助 意識が うすれ , 連帯感

がく ずれ始 め た の で ある｡

更に は共 有山林 や共 有施設 匠対 す る価 値感や必要性が

多様化 し, それ に つ れて地域 の 連帯意識がうす まり, 請

や墳 母子の 慣習やま つ りがすた れ
, むらの 生活文化, 娯

寛 が衰退 し
,

こ れらに よ っ て まとま りを見て い た 地域 の

人 々 の 心 が バ ラ バ ラに なり, 白己中心 の 意識が高 ま り,

人心 の 荒廃を招く匹 至 っ た ｡

( 4 ) 地域農業の 崩壊

こ の 地域集落 の 変容は ｢ 地域農業+ の 崩壊 を早め , さ

ま ざまな面 で悪影響をもた らした
｡

まず農村か らの 労働 力の 流失 は農業振興 エ ネ ル ギ
ー

の

流失で 参り, 何をす るに も人手が足 りなく, こ れ に伴 い

経営形態 の 厳 し い 見直 し を迫 られた 事 で ある｡

更に兼業農家 の 増 大は 集落 内で 同 じ目的の 農 業を営む

とい う等質性 が失われ
卜 集落 横能 がくず れた ばか りか ,

粗敬経営 や手抜 きの農作業 をも た らし, 農地の 荒廃 や遊

休 農地の 増大 を招 くな どの 現 象が癖著に あらわ れた .

一 方 , 他産業 へ の 武美が進むに つ れ, 農作業を片手間

に 限られた 日 数で 集中的に 消化す る風潮が強まり, 農業

嘩械 の発達と相ま っ て
, 経営規模を度外視 した 高額の農

業機械が競 っ て導入 され
, 横械化貧乏 の 農家が増 え, 中

に ほ こ れ軒こ与 っ て倒産す る農家が見 られた ｡

､ 加 えて
, 高度経済 成長 の 世 相を受 けて 農村部 の 土地価

格も高騰 し,
これ に よ っ て 意欲的匠経 営規模 を拡大 し よ

うとす る専業農家 の 土地取得 匠 ブ レ
ー

キ がか か り, 意欲

が そがれ た ばか りか
, 農村全体の 兼業化 が進む 中で , 孤

独 化を招く結 果ともな っ た
｡

こ の よ うに 混 住化が進み
, 地域 の 連帯感 がうすま り,

｢ 地域 農業+‾が崩れ るに した が っ て, 農村を支えて い た

｢ 地域 コ ミ
ュ

ニ テ ィ+ がゆ らぎ, それと同時に 地域 の 文

化や信仰もうすれ
, 人々 の 私 共同で むらを支え る気運

カミ衰退 し
, 精神的な動揺が高まり,

′
活力が失 わ れ るな ど

ま さむこ町の 歴史の 中で も最悪 の 状態 であ っ た ｡

( 5 ) 町 民総参加 の 町 づ く り

しか し
, 過疎 に 疲弊 し

,
そ の 原因を他に 転嫁す る こ と

は た やす い が, 地域 の 復権 と発展に よ る過疎か らの 脱却

ほ 自分達 の 置か れた危機 に対す る意識 の 共通理解 と結集

なく して は 不可能で あ り, 地域 の 盛 り上が りに よ り失わ

れた 連帯 と共 同と信頼 を再構築す る必要が ある と い う見

直 し気運 の 中で
,

"

藤沢は どうな るだ ろう
” "

な ん とか し

なければ … …

' '

と い う声が全町的すこ高 ま り を見せ
, 危機

感 が広が っ て い っ た ｡

それ を受 けて
, 今 ま で の 町 づく りの 反 省と 民主主義の

原点 に立 ち 帰 り, 真の 住 民自治 の 展 開が必 要と考 え, 地

域住 民を町づ くりの 客体 か ら主体に 据え,､ 町民総参加 の

町民むこよ る 町民の た め の 町民 手づく りの 町づ くりを基本

甘こ進め る事 と し た ｡

こ れは 地域の 発展は 常に その 地域 の も つ 特性を生か し

た 創造的未来像 の 確立が 不可欠 で あり, 又 , 住戌 の 行政

へ の 濃度 の 高 い 参加 に よ り, 住民意識 の 帯揚 が図られ 郷

土 愛や活力が醸 成する こ とか ら, 新 しい 時代 に 即応 した

共 通 の 未来像を全町民の 英知と総意を結集 して 町づ く り

を進め よ うと した の で ある ｡

具体的に は, 町 の 将来 の あり方 に つ い て の 町民意向調

査 を実施 し
,

｢ 町政懇 談会+ や ｢ 町長 と語 る会+ , ｢職 員

相互研修会+ を開催 し, 又 , 公 民館活動 などを通 じて 町

づ く りの 手職を共通理解 と確認 の 上, 進め た の で ある｡一

時軒こ町 づく りの 手順 の要むこ当る の ほ43 の 集落(行 政区)

ご とに ｢ 自治会+ が昭 和49 年 に結成 され
, 発足 し た こ と

で あ っ た ｡ 各自治会が 自らの 地域 の 振興計画 (部落 ミ
ニ

計画) を作成し
, 町 づ くりの 計画 か ら実 施 まで の 実痍母

体 となり, 新 しい 時代 に即応 した地域 コ ミ ュ
ニ テ ィ と し

て, 町行政 と密接 に連 帯し た活動 を展開 した こ とで あ っ

た . しかも, 自治会は 本源的に 地域集落 の 自主的組織で

あ っ て ,･ 町行政 の 下請機関で ほ なく, 行政区とほ 別個 の

機能を果すも の と し て活発な活動を 行 っ て い る ｡

( 6 ) 町 づ くり の 基本の 設定

■ 無気 力と倦 怠感 に み ち た沈滞 ム
ー ドの 地域集落 の 建 て

直 しを, 地域 住民の 意 向と合意 の 申すこ ｢ 自然 と調和+ す

る 地域 開発 と
,

そ こ に進む 人々

_
と行政 が 一 体 とな.

っ て 支

え合 う ｢ 新 しい 時 仲 羊即応 する コ ミ ュ ニ テ ィ の 創造+ を

目標に か か 帆 藤沢むこ生 告れ, 藤 沢に 学び 育ち , 藤 沢に

住み, 生涯が ｢ 生きがい+ に 満ち た , 誇 り得 る郷土 ふ じ

さわ づ く りを基本と した ｡

又 , 藤沢町は
, 農 業以外に よ っ て 立 つ 産業の 基盤 を求

め る こ とがで きな い と い う客観的な分析を跨まえ, ｢ 農

業立町藤沢+ を共 に 確認 し, 農業を取り まく厳 しい 諸条

件を乗 り越 え ｢ 未来乾 生 きる藤沢+ の 基本とな る農業の

一
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確 立をめ ざした ｡ その 具体 的な取り組み とし て
, 仝農家

の 参画 に よ る ｢ 地域 営農計画+ の 作成 をは じめ とす る,

地域 に 住む人々 の 連 帯と協調 に 求め た地域農業 の 推進 を

基調 と し た
｡

( 7 ) 進め た 町 づ く りの 手順

従来 の 市町村 の 振興計画 は行政 の 縦割 の 申だけで 策定

され, 実施 の 段 階で初 め て住民が参加す る シ ス テ ム が多

か っ た事 か ら
, 何か と問題が派生 し た ｡ そ の 反省 と地域

振興 の 原点 に立 ち帰 えり, 計画か ら実施 ま で住民を主体

に 据えた
, 住 民に よ る 住民の た め の 地域,

‾ 集落ご との 振

興計画 ( ミ ニ 計画 と呼ぶ) の 策定 を昭和49 年 に4 3 め全集

落 で 一 斉むこ開始 した とこ ろ で ある
｡

これ は昭和60 年度 を目標年 次に10 カ 年間 の 計 画 で あ

り, そ の 内容 ほ, 地域 の 生活環境整備構想, 生産基盤 の

整備構想, 社会福祉 の 開発と整 鳳 地域文化 の 発展 と創

造, 地域産業 の 発展 と創造な ど多岐全般に 亘 り各集落 ご

とに住民総参加 に よ り策定され, 当然, 1 6 0 名の 役場職

員が各 地域 を分担 し て , 地域住民 の
一

員とし て
, 又 , 役

場との パ イ プ役 と し て積極的 に参加 し
, 展開された の で

あ る｡

こ の 結 果, 各 集落 よ り提 出され た ミ ニ 計画 の 総額 は 1

7 8 億 5 千万 円余 り甘こも達 し, 特 に こ の 中で 道路 の 整備

が50 パ ー

セ ン ト近く を 占め, 他 に 医療施設や水道整 鳳

集会施設 の 建設が多く, 農業 関係 の 計画も 4 分 の 1 むこ及

ん だ｡

こ の 膨大 な計画 を ま とめ る た め
, 関連す る数地域 ( 旧

町村単位) を 一

群 とす る調整 し た計画 に 集約 し, 更 に生

活環境担 当の ｢ 社会頚境整備委 員会+ を
, 又 , 農政面担

当の ｢ 農政審議会+ をそれ ぞれ諮問機関 と し て設置 し検

討 を開始 した の で ある ｡
こ の 検討結 果を職員 の プ ロ ジ ェ

ク ト チ ー

ムむこよ り全体 集約 し
, 最大 限 ミ ニ 計画 にみ られ

る 地域 住民の 願 い を反映 さ せ ｢ 基本 構想+ を改定し,
1 0

カ 年 の 町の ｢ 総合開発計画+ を樹立 し た の で あ っ た ｡

その 際, 各論 の 実施計画 に つ い て は , ミ ニ 計画 は即行

政施策や実施計画 に なり得 ない 事 か ら, 国, 県施策 を総

ざらい し, 可能 な補助 事業 の 導 入に よ り財政 的面 で対 応

で きる極限 の 行政施策 とし て詰 め
, 策定 した の で あ っ

た ｡

又 , ミ ニ 計画 をも と に各自拾会 毎の ｢ コ ミ ュ
ニ テ ィ カ

ル テ+ を作成 し, 各 自拾会 に 返戻 し, 地域 の フ ィ
ー ドバ

ッ ク を求め るた め 2 年 ごとに ロ ー リ ン グを行 い , 2 年毎

に 実施 計画を樹 立 し
, 新旧事業の 絶えま ない 見直 し に よ

り対応す る事に した
｡

同時甘こ
, 決 定 した 事業計画ほ , 毎年開催され る ｢ 町政

懇談会+ や ｢ 自治会と行政 の 連絡会議+ で 周知徹底が図

られ, 緊急度 の 高い 事業か ら実施 され るシ ス テ ム が 確立

し た の で あ る｡

( 8 ) 町 行政 の 対応

膨大 なミ ニ 計画 の 中か ら厳選 された 事業 の 実施ほ , 住

民 とともむこ進め る 町づ くサ で あり, そ の 中で特に 多く の

農家 か ら要望が あ っ た こと は, 従来 の 農業小 団 体 の 補

助金及 び制度資金 の 利子補給 と併せ 運営す る と共むこ
, 和

独白 の 農業資金手 当の 方法 を求 め る声が強か っ た こ とか

ら, その 対応策 とし て ｢ 農業振興条例+ を制定 し た ｡

こ の 条例 は
, 農業者 の 自主的努力 を基本 に

, そ の 地域･

に 適合す る組織的 な移行 を促が し, 経営基盤 の 強化甘こよ

り近代的農業生産及び 流通 の 拡大を図 る 中で, 農業 者 の

生活水準 の 向上と豊か な農村社会環境づ く りに 必要 な指

導, 助言 を行う こ とを 目的 とした も の で ある
｡

具体的 に は , 新 し い 生産組織や既存 の 組織の 組織づ く

り, 体質強化 へ の 助成を行な い
, 農業団体が効果 ある施

設や 機械を導入 し
, 事業 を実施す る際や, 新品種 の 導入

や市場価格 を高め る事業, ･品質改良, 新技術導入 の 試験

研究 など市場開拓に 向けた 事業むこ対 し助成がな された ｡ 一

特に
, 資金面で は ｢ 農菜経 営改善資金+ や ｢ 農業近代

化資金+ , ｢ 畑作農家振興資金等+ , 農業振興 に必要 な 資

金導入-こ対 して 利子補給が行わ れ, 農家個 々 の 負担 の 軽

減が 図られ た こ と で ある｡

又 , 行政 の 農業振興 の 方策 とし て
, 主産地形成 に 向け

た 取 り組み や農用地 の 開発, 効率的土地利 用の 推進 を図

り, 農家経営指導 の 強化や生活環境 の 整備 を行う 一 方 ,

青年経営者 の 育成指導や 国 ･ 県営施策事業 に係 る受益者

へ の 助成 を行う事 を義務 づけ た の で ある｡

更 に
, 町地域農業 の 総合 的推進 を図る必要が ある との

ミ ニ 計画 の 指摘 を踏 ま え, 行政 と農 業諸 団体 の 農 政の
一

元化 とその パ イ プ役とし て , 農協 と役 場か ら磯貝 を出し

合 い
, 更に 県 の 出先機 関の 農業改良普及 所の 参画を得 て

指導及 び実施機関と し で ｢ 農政事務所+ を設置 し, 農 業

関係 者, 団体, 生産組織 団体 へ の 連絡調整 及び農 業者 の

研修 の 場 と して, 農村地域 の コ ミ ュ
ニ テ ィ の 醸成 の 場 と

し て 活動 が展開 された の で あ っ た ｡

又 , 地域 産業や 地域 文化の 創造等 地域 づ くりの 城 と し

て
, 町中心部 の コ ミ ュ

ニ テ ィ セ ソ タ ー の サ ブ的施 設とし

て43 の 集落 に ｢部落 公民 館+ が設 置され全 て の 地域 づ く

りの 中枢 施設と して 多面的な活動が繰り広げ ら れ て い

る
｡

こ の ｢ 部落公 民館+ の 特徴 ほ
, 町が 1 館当り 120 万 円

の 定額補助 を行 い
,

‾地域 の 各世帯が 1 戸 当り3 万 ～ 5 万

円の 負担と地域 あげて の 奉仕作業に より い ずれも建設さ

れた も の で あり, 管理運営も地域が自主的 に 行 っ て お り

極 め て高 い 活用が な されて い る こ とで あ る
｡

又 , 地域 住民 が地域間交流 と広く先進地域を見聞 し,

見識 を高 め合うた め の 足と して ｢ 町民研修 バ ス+ を公 民

館に 配置 し, 遵自, 自治会 研修 や各種団体 等の 諸 活動,･
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学 習に 利用され ビス ト ソ 運行 とな っ て お り, 地域 づ くり

Iこ果 して い る役割は 極め て大 きく , もは や必要不可欠な

もの とな っ て い る｡

前述 した と お り, 地方自治体 の 職 員は
, 任 命権者 の 地

域 住民 に 忠誠を誓うとい う職 員の コ ソ セ ン サ ス を 躇 ま

え, 職 員は 地域 の ひ とりと して計 画か ら実施 まで 参画す

る ｢ 地域 分担剖+ が実施 された の で あ る｡

又 , 町地域 農業振 興計画の 基礎 資料と して, 農業 の 現

状 分析を行い , それをもと 紅 ｢ 農業自書+ を発行 し た の

で あ る｡

更に
,

町, 農協, 畜産農家 の 共 同出資 に よ り, 畜産 指

導 の
一

元 化と専 門性 を備 えた畜産振興 の セ ン タ ー 的役 割

とし て資本金 5 千万 円で ｢ 藤 沢町 畜産 開発公 社+ を設立

し,
5 1 ヘ ク タ ー ル の 牧野 を切 り開 き,

. 農家 の 牛 の 預託 や

飼 料の 供給等 の 業務 を 開始 した の で ある
｡

又 , 農薬立町 の 町 とし て21 世紀 に 向けて更 紅 発展 を目

ざす べ く縫合 的農地 開発を進 め る必 要性 か ら従来 の 企画

課 か ら独立 し て ｢開発室+ を発足 させ ,
ス タ ア フ

, 機能

とも充実 に 努 め
, 現在 の ｢ 開発課+ へ と強化 され て い る

と こ ろ で ある｡

更訂こ, 本町 の 地域農 業を推進 し
,

地域 開発 の た め に行

政農業諸機関 が 一 体的 紅進 め る手順と し て関係職員間 の

連絡 協調 を図 るた め , 役場 (企画課 ･ 開発室 ･ 産業課 ･

農政 事務 所 ･ 畜産開 発公社) , 農 協 (企画部 ･ 営農部 ･

生 産部) , 農業委 員会事務 局 ･ 教 育委員会(社会教育課 ･

公 民館) , 農業改良普及 所 ( 県職 員の 藤沢担 当) に よ る

｢ 五者 協議会+ を発足 させ , 今後 の 本町 農業 の ある べ き

姿 に つ い て真剣 な検討 が行わ れた の で あ っ た ｡

一 一 方 , 地域 ご との ｢営農意 向調査+ が実施 され, -｢ 営

農計画+ の 見直 し の 中で, 住民意向調査結果 と同様, 営

農規模拡大の 高 ま りが全町的 な ニ ー ズ で ある事が明 らか

甘こな り, その 為,
ミ ニ 計画同様,

地域集落 ごと紅 農家 一

戸
一

戸 の 積み 上げ方式 に よ り ｢ 地域営農計画+ が策定さ

れた ｡

( 9 ) 地域営農計画 の 概要

｢ 地域営農計画+ を策定 し串自治会は
, 第2 種兼業農家

が多 い 町 中心 部 の 3 自治会を除く4 0 の 地域で あ り, 又 ,

地域営農計画の 策定 に 参加 した 農家は 農家総数 2
,
0 9 6 戸

の8 4 . 9 パ
ー セ ソ ト に 当 る 1

,
7 8 0 戸で

, 未参加農家 31 6 戸

の 殆ん どは 第 2 種兼業農家で 占め られて い る｡

計画参加農家 の 将来方向をみ ると 専業志向農家が4 79

戸 ( 26 . 9 /
く - セ ソ り , 第 1 種兼業志向農家7 4 9 戸 ( 4 2 パ

ー セ γ り , 第 2 種兼業志向農家5 25 戸 ( 29 ･ 5 パ ー セ ソ

り , 離 農29 戸 (1 . 6 パ ー

セ ソ ト) とな り
, 現況 と比 べ る

と
_
専 業志向が2 倍率くに な っ て い る○

又,
こ の 将来方向匠 対 して 農用地拡大を希望 して い る

農家は 1 , 0 1 8 戸 , 57 . 2 ′ く - セ ソ トで あり, 拡大面積は 1

戸平 均2 ヘ ク タ ー ル で あり, 合計面積は 2
,
0 27

ヘ ク タ ー

ル に もの ぼ っ た の で あ っ た ｡

拡 大計画 農家 は地区むこよ っ て格差 は あ り, 又, 将串の

農 業方向で み る と専業志 向農家 の87 . 9 パ ー セ ン ト
, 第 1

種兼 業志 向農家 の65 . 2 パ
ー

セ ン ト, 第2 種 兼業志 向農家

の2 1 パ ー セ ソ トがそれ ぞれ農 用地 の 拡大 を計 画 し て お

り, 農業を重視す る農家 層ほ ど農 用地拡大 の 希望 が強 い

こ とが明らか甘こな っ た
｡

敵次 に , 農 用地 の 拡大希望地 目をみ る と, 牧草飼 料畑 が

70 . 5 パ ー セ ン ト
,

1
,
4 2 8 ヘ ク タ ー ル で最 も多く, 続い て

普通 畑の20 . 1 パ ー

セ ソ ト
,

4 0 7 ヘ ク タ ー ル
, 桑 園の5 . 1 パ

ー

セ ソ ト, 1 0 3 ヘ ク タ ー ル , 果樹園の2 . 6 パ
∵ ヤ ソ ト 53

ヘ ク タ
ー ル

, 水 田の 1 . 7 パ ー セ ソ ト , 3 5 ヘ ク タ ー ル と な

っ て い る ｡

一 方 , 普通畑 の 利用方法 をみ るとた ば こ 用地

が82 . 2 ′ く - セ ン トを 占め
, 本町 の 営農方法を反映 して お

り, 果樹園むこ つ い て は りん ご ･ もも の 栽培と な っ て い

る｡

計画参加農家の 志向する 将来の 経 営類型 をみ る とその

総数は 1 1 2 種類 に も及ん で い るが, 基幹作物 と し て 水

瓶 た ば こ
, 肉牛を各農家とも経 営類型の

一 基幹部 門軒こ

取り入れて い るが
, 最 も 一 般的な経 営類 型は水稲 ＋ た ば

こ ＋ 肉牛の 3 作目結合で
,

こ れが全 休の 19 . 9 パ ー セ ソ ト

軒こ当た る 35 4 戸を 占め , 次 い で 水稲 十 た ば こ で
, 以下水

稲 1 作, 水稲＋ 肉牛, 水稲十 そ菜, 永 稲十 た ば こ ＋ 酪

農, 水稲 ＋ 養蚕, 水稲 十 酪農 の 囁とな っ て い る ｡

こ れ ら作目の 生産方法は 農家個別 の 生産を基本-こ据え

なが らも, 菓た ば こ
, 水稲, 養蚕, 肉牛等 の部 門協業が

8 埠域 (自治会) 12 組織, 共同利 札 共同作業組織 が13

地域 (自治会) で1 9 艶織が計画 された ｡

又 , 葉 た ばこ , 養蚕, 酪農, 肉牛等 の 団地造成を計画

した 地域 (自治会) が11 地域 で24 団地
, 土地基 盤整備と

して 水 田が1 0 地域, 5 0 ヘ ク タ ー ル
, 畑が17 地域 17 0 へ ク

ク ー

′
㌣の 計画が出 され, 畑地の 基盤整備計画が大きい

｡

以上が52 年度 紅 作成された 地域営農計画の 概要で あ る

が, そ の 特徴を整理す ると次 の とお りで あ る｡

_

①農地開発を前提 に農業重視型 の 計画 に な っ て お り,

栽培 作物は 本町の 歴史的背景を踏 まえて , 現行
.
の 基幹作

物で あ る水稲,
た ば こ

, 肉牛, 酪農, 養蚕 等の 拡 大を意

図 して い る｡

② 1 部 の 生産団地や 生産組織 化計画を盛りこ ん でい る

が, 基本 は 個別 複合方式で あり,
し か も, 安定兼 業農家

では 水稲
.
1 作を計画 して い る農家 が多い し, こ れ ら農家

で は 作業委託 の 希望も多い
｡

⑨農地 拡大希 望は専 業農家 ほ ど多い が, 兼業農家 の 土

地執 着の 強 さを反映 し て, 山林 を含 め て の 土地流動化計

画 が弱く, 国有林, 町 有林1 財産区 有林 の 利用計画が多

い
｡

④兼業 の 深刻 化を反映 し て
,

地域 (自治会)一内 の 営農

-
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志向中ら等質 性が欠 け, 団地化の 方向よ り, 絵花的で しか

も個別営農志向が強くな っ て い る｡

こ の ｢ 地域営農計画+ を集約 して, 昭和60 年を目榛に

農業租収益 を1 40 億 円に 高め ,

_
それに 向けて ｢ 5 者協議

会+ が対応す る事 とし て ス タ
ー

ト した の で あ っ た ｡

--･(1 0) 農業基盤 の 整備 の 坂‾り組み

本 町の 基幹産 業で ある 農業振興 の キ
ー ポ イ ン トは現状

分析 や ｢ 地域 営農計 画+ でみ られ る よ うに
, 農用地拡大

と畑地の 基盤整備で あり, そ の た め ｢ 営農計画+ で は

2
,
0 2 7 へ ク ク

ー

′レ に 及ぶ 農地の 拡大希望や 170
ヘ ク タ ー

ル の 畑地の 基盤整備が出されて い る ｡

又, 本町 の 農用地開発可能面 積は 2
,
2 9 0 ヘ ク タ ー ル で

ある 事か ら, これ らをふ まえ, 新 しい 町づく りは即 地域

農業の 発展で あ る事を確 信し, 町の 百年の 大計iこ立 っ て

｢ 国営藤沢地区農地開発事業+ をは じめ ｢ 国営東磐 井地

区か ん ば い 事業+ , ｢ 県営藤崎地区か ん ば い 事業+ の 3 大

基幹 事業を導入 し,
これ甘こよ っ て町全域 の 農業基盤 の 整

備を カバ ー

し ,
2

, 0 00
ヘ ク タ ー ル の 農 地開発を計画し た

と こ ろで ある｡

こ れらの 大事業の 実施 に よ っ て
, 本 町農 業者の 悲願 と

もい え る現状の 小規模零 紳経 営か らの 脱却が図られ, 同

時に
, 自然軒こ調和す る近代的な農村環境 の 整備が促 進さ

れる な ど,
地域 発展の 総 合調整 と誘 導が図られるも の と

期待 して い ると こ ろ で あ る｡

こ の 為 糾 ま
,

｢ 地域営農計画+ の 見直 しむこよ る地域 開

発や土地利用型農業団地の 形成, 施 設利用体系の 確 立を

一

体的に 進め る必要があり, 又, 里山開発や公 有林 野開

発, 国有林野利用 の 促進を含め ると同時に , 従来よ り進

め て い る ｢ 農村総合整備モ デ ル 事業+ に 加え, 農村 総合

環境 の 整備に も配慮 した 取 り組み を進め て い ると こ ろ で

ある｡

又 ,

一 般iこ バ ラ 色の 夢をも っ て 計画を 作成する段 階で

は 合意を得 られ易 い が, 具体的な実行段階に な ると権利

調整や利害 の 対立が 表面化す るな どご多分 に もれず決 し

て容易な進展ばか りで は ない ｡ しか し本町農業の 為に
,

そ し て町 の 将来 の た め に ,
こ の 正 念場を切り開 い て い か

なければ ならない と決意 を改た に,

一 丸とな っ て 取 り組

ん で い る と こ ろ で ある｡

(1 1) 地域産業の 再編成

こ の 三 大基幹事業 を起爆剤 とし て , 本町農業 を他産業

と比 べ 遜色 の ない 所得 が確保され る産業 として 確立す る

た め , 基盤 整備 と規模 の 拡大及 び技術 革新甘こよ り労働生

産性 を高 め
, 生産 コ ス ト を下 げる ととも 匠, 生産物 の 付

加価値 を高 め
, 価格 は高 い が消費者が喜 ん で買 う作物作

りも 進め る 必要 がある と 考えて い る と こ ろ で ある ｡

具体的 匠 は
, 産 業とし て の 専業農 業の 確立 と装 置農 業

匠 よ る知識集約農業を技術革新に よ り実現 し, 又, 新規

農地造成や永資源 の 安定供給 と装置化紅 よ り耕地基盤 の

量的, 質 的拡 大に よ り地域耕地 の 同質化 を図 り, 農地 の

流 動化と借地化を促 進し, これ甘こよ っ て共益的農業基盤

を確立する 事など ｢企業 的農家+ の 育成 を目指すも の で

ある
｡

更に 高齢者比率が昭和58 年で17 . 5 % と急速に高齢 化社

会を迎えて い る本 町の 現 状か ら, 高齢 者の 就労 の 場の 安

定確保と塵外就労者 の 定年後の 再就労 の 場と して生 きが

い 産業 とし て の ｢ 福祉農業+ の 確立が必要と考え, 陶芸

や木工
, 園芸等を取 り 入 れ た ｢ 高年齢者生 きがい 事業

団+ を設置 し, 活動 を展開 して い ると-こ ろで あ る｡

更甘こ
, 単作経営 を組み 合わ せ た共 同複合経営 の 組織化

の ため に ｢農業生産法人+ を設立 し, 営農集落構造 の 再

生 と体系化 に よ る ｢ 地域農業+ の 活性化や流通機構 の 整

備充実 を図 る などに よ っ て本町農業 の 再編成をめ ざして

い る｡

地域 の 生産機能 の 向上と付加価値 の 創 出及 び経済 の 地

域 内循頚 の 拡 大と経済発 展 へ の 取 り組 みが必要で ある事

か ら, 農産 物生産 者の 地 位と所得 の 向上 を図 るた め生産

と加 工 の 結 合匠 よ る 1 ･ 5 次産業お こ し等 ｢ 農産物加工

産業お こ し+ へ の 取 り組み も始 ま ろ うと し て い る｡

こ の 為,
8 割 の 水 田の 圃 場を完了 し た現在, ｢ 国営藤

沢農地 開発事業+ をは じめとす る三 大基幹事業を 中心 に

｢県 営畑地帯縫合 土地改良事業+ ,
｢県営広域営農団地農

道整備事業+ 等 の ハ ー ド事 業を積極的 に導入 し
, 農地 の

造成, 区画 整理等 の 農業基盤 の 整備 と同時 に
,

こ れ か ら

の農 業に と っ て水資源 が不可欠 で あり, 全 て の 固 執 こ水

利を備え る必要がある 事か ら貯 水 ダ ム の 建 設も3 カ 所計

画願 っ た と こ ろ で ある｡

又 ,
こ の ハ ー

ド事業が円滑 に推 進され 目的が達成す る

た め に は ,
こ れを支え る ソ フ ト事業が求め ら れ る 辛 か

ら,
い ずれも町単 独事業で あ る意欲 的な農業者の 営 農指

導訓練と育成を目 ざした ｢ 農業後継者実践農場+ と生産

技術や経営技術 の 改善 の た め の 調査研究, 実践指導, 生

産組織 の 確立 の た め の 推進 セ ソ ク
ー と し て ｢営 農試験

場+ を設置 し, 国営農用地開発事業 に よ る造成地内に 試

験展示圃場 を設け, 各種 の 作物 の 実験栽培を開始 した と

こ ろで あり
, 又国 々 は 国設 の 営農指導員の 配置も要望中

で ある｡

(1 2) 義エ テ ク ノ ポ リ ス の 町 づ く り

｢ 豊 か な住み よ い 定住地藤沢+ の 建設 を標讃す る本町むこ

と っ て 基幹産 業で ある農 業の 産 業化 は, 以 上述 べ た路線

を躇襲 し 進め , 未 来産業 とし て の 農業 を確立す る事が で

きる と確 信して お り, 同時甘こ, 就業構準の 高 度 化 を 図

り,
又 , 地域 経済化や地域産 業の 再編 に不可欠 で ある こ

とか ら工 業 の 導入が絶対条件で あると考え, 特 に その 将

一
一
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来性, 永続性むこ基本 を置き地域 社会 と共存 で きうる企 業

の 誘致 に努め
, 地域 に お ける企業 活動 が農尭の 先端 化

地 場産 業の 活性化 に結 び つ くと考 えた と こ ろ で ある′｡

幸 い; 5 8 年度 に先端産業 の
一

異 を担う電子磯器閑適企

業 が相次い で 3 社の 導 入を見, 新 た に 50 0 名の 雇 用の 凌

が確保され る見 通 しとな っ た 事は
, 誠むこ幸甚 で あり, 産

業の 再編 成に 向けて 力強 い ス タ ー ト をみ た と こ ろ で あ

り
, 先端 的な農工 の 発 展に よ り ｢ 農工 テ ク ノ ポ リ ス+ の

実現が確信 され る｡

(13) ._
お あ りlニ

過疎をの り こ え, 町民癒参加 の 町づ く り､むこ結集 した 住

戌自治 の 力,̀ 協 同の 力 を原動 力に
, 住民全体 の 手むこよ る

地域経営 と地域 の 主体性 と創意工 夫 を軸 とし た 自主 的な

取 り組み は,･･ 限 りな い 未来 に対応 で きる 豊か な藤沢 の 創

造甘こ向 けて花 岡 こ うとし て い る
｡

今後 は
, 永 い 歴 史と風土 に培わ れ た本 町の 持 つ ｢農村

機 能+ に ｢都 市機能+ を侍加 し た新 しい 地域 社会 の 創造

甘こ向 机 美 し い 多彩 な自然 景観, 価値 ある歴 史的, 文 化

的遺産, 貴重 な資源, ゆとりある居住空間 , 強 い 連 帯感

等 農村の 特性に 充実 した 教育, 文化, 医療, 商 業等 豊か

さを ベ ー ス甘こ した都 市的機 能を兼ね備えた均衡 あ る発展

をめ ぎし地域 自らの 英知と創造力を結 集して 切 り拓い て

い く覚悟 であ る｡
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【報 文】

布喜川 ダ ム の施工 と試験湛水計画 に つ い て
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1 . ダム 計画 の 概要 = ‥ … ‥ … ･ … ･ … … ･ … ･ ･ … ‥ ･ … ･8 7

2 . ダ ム 及 び貯水池 の 諸元･ ･ ･ … ‥ ･ ･ … ･ … ‥ … … ･ ･ …

8 7

3 . ダ ム サ イ ト の 地質 ･ … …
‥

･ … … … …
･

･ ‥ ･ … ‥ ･ … 8 8

ま え が き

農 林水産省 南予用水農 業水利 事業 ほ愛媛県 南予農 業地

区 に 属す る 八幡浜 市ほ か 1 市 7 町 の 海岸樹 園地 5
,
6 7 0 b a

を対 象とし た 畑地か ん がい 事業 で ある
｡ 布 喜川ダ ム は本

事業の
一

環 と して 施工 された もの で その 目的は幹線 永路

に お ける流量の 変動 に対 し て調整機能 を果す こ と に よ

り, 合理 的か つ 安定 し た送水 を行 うも の で
,

八幡 浜市の

南々 東約 3 . 5 血 地点の 流 田川に築造す る直線 動力式 コ ソ

ク リ ー ト ダム で ある
｡

肱

川

¢

1

宇 和 海

一

丁
‾ ‾

＼

＼

野村ダム

成 一 1 位 置 図

1 . ダ ム 計画 の 概要

こ の 計画は
,

昭和48 年度 か ら基礎 調査を開始 し水文,

地形, 地質等に 関す る詳細な調査, 設計を行い
,

昭和5 6

年 4 月に ダム 工 事 に着手 し昭和57 年 9 月 コ ソ ク リ
ー

ト打

*

中国四 国農政局南予農業水利事業所

次

4 . 基礎処理むこ つ い て ‥ ‥ … ･ ･ … ‥ ‥ ‥ … ‥ … ‥ ･ … ･ ･ ‥ 9 1

5 . 試験湛水 に つ い て … … ･ … … ‥ … ･ ･ … ‥ … … ･ ･ … 9 3

あ とがき ‥ … = … ‥ … ‥ ･ … ‥ ‥ … … … ‥ ･ = ‥ … ‥ … … ･ ･9 5

設開始, 昭和59 年 3 月に 堤体工 事が 完了 した ｡ 現在 ダ ム

周辺地 の 整備工 事等も完了 し, 昭和69 年 2 月 か ら試験湛

水 を実施 中で ある
｡

2 . ダム 及び 貯水池の 諸元

河 川名 千丈 川水 系流 田 川 ( 2 級河 川)

位置 愛媛県八 幡浜市布喜川

地 質 緑 色及び 黒色 片岩

ダ ム

形式 直線 重力式 コ ソ
/

ク リ ー トダム

堤項 棲高 E L 9 8 . 7 0 m

堤高 3 3 . 7 0 m

堤長 1 10 . 0 0 皿

堤体積 26 , 3 0 0Ⅰぜ

貯 永池

流域面積

満水位面積

総貯水量

有効貯水量

計画堆 砂量

常時清 水位

洪水時満水位

計画低 水位

計画洪 水量

2 . 3 41皿
2

2 6 9 b a

1 9 7
,
0 00 d

1 5 0 , 0 0 0 述

47
,
0 0 0 Ⅰぜ

N W L 9 5 . (氾 m

E W L 9 7 . 7 0 m

L W L 8 6 , 3 0 m

15 8 . 0 0 王ぜ/ s e c

放 流設備 及び取 水設備

洪 水 吐 型 式 : 非調節塑越流方式 幅 16 . 00 m

取水設備型式 : 堤体併設取水塔

計画取水量 1 . 9 9 8 述/ s e c

本 ダム の 貯水は 自 己流域の 流出水を 一 切貯潤 しな い 計

画と し て い る こ とか ら
,

ダム に 流入す る流量を下流に 放

流す る河川維持放流施設と して , 放流管 卓8 00 皿 が L W L

一
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8 6 ･ 3 0 m に設置され て い る｡ 貯水は 野村 ダム (建設省施

工 済) の 取水施設か ら導水路 ト ン ネ ル 等で 当貯水池 へ 導

く｡

( 図- 2 堤体
一

般平面図参照)

( 図- 3 境体標準断面図参照)

( 図- 4 堤体縦 断面図参照)

3 . ダム サイ トの 地質
さん I王 う;

わ ち ち ぷ し

南予地域 の 地質 は 北か ら南 へ 三波 川帯, 秩父帯及 び 四
ま ん と み オー ぷ

万十 苛むこ分 けられ こ れらの 3 帯 の 間 は御荷鉾構造帯及 び

仏像 構造線 紅 よ っ て境 されて い る｡ 本 地域 の 布喜川地区

は 三波 川帯及 び御荷鉾構造帯 に 属 し三 波川結晶片岩類 で

/

#

爪

び

ゝこ
､
､

7

ある 線色片岩及び黒色片岩が主体 で,
一 部 匠 石灰 岩やチ

ャ
ー

トの 薄層も挟在 して い る｡ こ れらの 結 晶片岩類 は 片

理面 の 発達 が著しく , 片理 面沿 い に は がれやす い 性状 を

有し て い る｡

■又, 結 晶片岩類 の 片理面 と層理面は ほ ぼ平

行 し て お り, その 走 向は N E ～ N E E で 傾斜は 60
0

N ～

9 0
0

N , 部分的軒こ60
0

s ～ 9 0
0

s の 微 荷曲構造が認め られ

る｡

ダ ム 軸 は E W 方 向で あり片理面 の 走 向は 左岸倒で ダム

軸と約 40
0

で斜向 した 受盤構造, 右岸側は 微符曲軸が存

在 し て
一

般に 流れ盤とな っ て い る｡ 塊体付近 の 断層は 河

川方向 の も の が2 本, 片理面に ほ ぼ平行す るもの が3 本

認め られ る｡ 断層に挟 ま るせ ん 断粘土は 河床を縦断す る

◎
取 水王

管
:埋
草
番
所

牙

タ

タロ

臣

園 丁2 堤体 一

般平 面 図
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もの で最 大40 皿 の 幅 を有す る が, そ の 他 は10 q n 内外 と い 緑 色片岩が分布 し, 河床部及 び左岸倒 で は線色片岩 と黒

ず れも 小規模 で ある｡ 色 片岩が分布 して い る ｡ 両者 は 層理面 で接 し て い る場合

ダム 基礎据剤後岩盤 の 性状ほ
,

ダム 右岸側-は 主と し て も あ るがょその 多く ほ断 層やシ
ー ム を挟 ん で摸 して い る｡

ニ
約
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又片理面は 緑色片岩, 黒色片岩ともに 発達 し, こ れが薄

い 片状に 割れ易い
｡

断層は , 各断 層とも周辺の 岩盤は
, 部 分的に C L 扱者

が帯状に 見られ るが
,

C M 級以上の 岩盤に 直接に接 して

い る所 も多く
, 断 層に よ る影響は 少なか っ た と考えられ

表- 1 断 層

る｡

(表
一 l 断層 一 覧表参照),-

( 図一5 塊体基礎地質区分平面図参準)

( 図 - 6 堤体基礎岩盤区分平面図参照)

一

覧 表

断 層番 号l 位 置 走 向
一
傾 斜

‾
i 疲 砕 幅‡ 摘 一要 処 理

F
-

1

F
- 2

F
⊥

3

F -

4

F - 5

右岸
‾ 9 ブ ロ ヅ ク

左岸
1 ～ 3 ブ ロ ッ ク

奈莞妄｡ ッ ク

河床
4 ブ ロ ッ ク

減 勢 工

N 7
0

E で W 8 8
0

傾斜

村･40
0

′ -

8 5
0

E で

甲45
0

～ 9 0
0

傾 斜

N 65
0

′
- 8 5

0

E で

N 6 5
0

～

8 0
0

傾 斜

N lO
O

E‾で

W 6 0
0

～ 8 0
0

傾斜

N 55
0

′ ～ 7 5
0

E で

S 6 0
0

′ } 8 0
0

傾斜

5 ′ - 1 0 e 田

1 0 ′ 〉 2 0

5 ～ 1 0

2 0
′

〉 4 0

1 0 ′
} 2 0

ダム 軸紅 直交し断層中耳沿 っ て 土砂状匠

軟イりb

･
ダム 軸に15

0
′

Y 畠5 ? セ斜交 し下流下が り
の 傾斜とな っ そ滞土及び 破砕岩 をかむ｡

F 2 断層か ら.
皇 ブ ロ ッ ク で 分岐 し て谷

底 に向 っ て延びi 下流下が りの 傾斜と
なぅ て うす い 粘土 をか む｡

ダム軸 の 下流1 6 m 付近 まで は粍土化し

た 破砕帯か ら成 り2 ～ 3
,

00 緑色粘土を-
か んで い る｡

こ れよ り下流 へ 減勢工 手
前 まで80 c m 程度に 広が るが比戟的堅し

丁
改革者と な っ て い る･ ｡

F 4 断層 を切 っ て延び せ ん 断粘土をか

む｡

コ ソ■ク リ ー ト 置換 へ

コ ン ク リ ー ト置換 へ

及 び グラ
.
ウ ヤ

コ ン ク リ ー ト置換 へ

○
¢ ≡ 0 0 年

葺喜
ぎ葺喜

… 毒喜一妻号弓葦
+要事 芦 I l

l

; 三
./

≡
条■
塁

l

l
l l t
l l

l F l l l

l 事 l

l

て三
鶉
萱

塗

l
均質片箸

ミー･-
量‖ I

戸 3
l

l

l

F 2

園- 5 堤 体基礎 地質区分平面 図

凡 例

圏 B s 黒色片岩

[ コ伝 緑色片岩

囚 断層

. _ . . . _ シ
ー ム

l

l

園 ｢ 6 境体基礎 岩盤区分平面 図

- - 9 0 -

凡 例

亡 両

国 C M 級

∈∃ c L 故

国 断層
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企画部
長方形



4 ･ 基礎地理 に つト､ て

_ 本 ダ 阜 の 岩盤 ほほ とん どが C M ～

C E 扱者盤 で
, 革礎

岩盤と し て問題 の 少な い 岩盤で あ り
,

ダ ム の 規模等 か ら

考 えて C M 級 を基礎岩 盤と して掘 削線卑決定 し た
｡ 部分

的むこは 次 の ご とく処理 を行 っ た ｡

( 1 ) 基礎掘削

① ダ ム 左岸 恥 2 十 5 m ～ 恥. 4 ＋ 7 m の ダ ム 軸よ り下流

部は オ ー プ ソ ク ラ ブ ク の 発達 した 箇所 が あり当初 設計

紅対 して 5 m 頼り下げ コ ソ ク リ ー ト で 置き換えた
｡

② F - 1
,

F - 2
,

F - 3 , F - 5‾断 層は 特甘こ下流端

付近は , 深さ 0 . 5 m 幅 1 . O m 程度 で オ ー バ ー
′

､ ソ グむこ

ならない 様注意 し コ ン ク リ ー †で置 き換 えた｡

ヽ ●
●

- 一

･ ･ ∴ヽ
○

'
B ＋ m d ＋b ＋ ロ

ー

d ＋ b
-

● ■
■ -

､

○

′
O t

一

○ ′ ノ ･ ヽ

丸
-

●
∂

○

ニ ー

.
●

d

●
■

し各 ノニ｡:て

60
0

b
`

●

●

置換えコ ン クリ ー ト

トJ b は通 臥 5 ～ 1 ｡

d =

諾 ㌫ = 滞 = 1 ･l m

d : 置換 え探さ

n : せ ん断 マ サツ安全率コ 4

β : せ ん貯カ ニ 1535t/ 皿

Ⅴ : 垂直力 = 1 842 t / m

Z o ; せん断弘蟹 玉 7 0 t / ガ

1 : 琵き携え長 ≒ 2 8 . 6
m

王 : 内部マ サ ブ係数 =

0 . 8

画一7 F - 4 断層 の 置換 え図

③ F て
.
4 断層は河床部で ダム の 上下流方向に 延び て い

る｡ こ りため , 断層 に よ る変位を おさ え, 応力を, 断

層の 両側 へ 荷 重伝達 を助 ける方法とし て
, 次 の よう に

コ ソ ク リ ー ト置換 え法 紅 よ り処理 した ｡

( 2 ) 基礎ゲラウチ ング

(9 コ ソ ソ リデ ー シ ョ ソ グラ ウチ ソ グ

こ の グ ラ ウ チ ソ グほ 岩盤の 割 れ目やシ ー ム の 多い 場 所

に ダ ラ ウ チ ソ グを行う事に よ り基礎 岩盤の 均 一 化及び 浸

透 流 の 均
一

化を図る こ とを目的と して い る
｡

こ の 範 臥 ま

ダム 敷金体 に亘 り5 . O m の 格子状で 深 さ 5 . O m ( 傾斜部

7 . O m ) で行 っ た ｡ た だ し左岸 の 黒色片岩部と右岸の せ

ん断面 の 発達し た所 に つ い て は格子 の 中央部 に追加 グ ラ

ウ チ ソ グを行 っ た
｡

結 果ほ現 況4 ～ 10 んジ オ ン 値に対し, 施 工後 は 3 ル ジ

オ ソ 以下 となり滞足 の い くも の と判断 した ｡

(参 断層 グ ラ ウ チ ソ グ

F - 4 断 層に つ い て は , 断 層周 辺基礎 岩盤の 支持力強

化 と浸透 水の 均 一 化 を図り粘土状物質 の 流 出 防 止 を 考

え,
3 列 の 千鳥で 深 さ5 皿 ～ 15 m の グ ラ ウチ ソ グを行 っ

た ｡ 結果は 現況 1 ～ 6 ル ジ オ ソ に対し施行 後は 1 ル ジ オ

ソー以内とな り満足の い くも の と判断 した
｡

③･ カ
ー

テ ソ グ ラらチ ソ グ

カ ー テ ソ グ ラ ウ チ シ グは 上流基礎か ら浸透永をで き る

限 り防止す る為に , ダ ム 上流寄 りの 基礎岩盤に
, 止水 カ

ー テ ソ を設け る 目的で 行ちた
｡

カ
ー

テ ン ダラ ウ チ ソ グに

先だちお お むね15 皿 間隔 で パ イ ロ グ ト孔 ( ル ジ オ ン テ ス

トと注入を実施 し施工 方法等軒こ つ い て 検討す る
｡
) 9 点と

左岸部 2 ケ所 に 於い て孔間隔 , 施 工方法等甘こ つ い て次 の

とお り確 乱 た｡ 深 さは河床部 で25 m( d =号十 C) , リ

ム 部で15 m
, 孔間隔 1 . 5 皿 の 千鳥配置注入方法は パ

ッ カ

凡 例

害 Q ①か - テンダ ラウ チン グ 佃

ヨ 毒l … 毒t 喜 重量喜
(= 〉

十

くっ く:〉

くわ く
b

十 ＋

一 般孔 転或
‾

頂
●
J

ー
■ ○

-

¢
芦

く! M ▼･- く⊃ T l . 5 0 0†1 . 5 0 0 1
弓
之

▼

言
≧::

d
l

;己

;乙 d く5

; 己

門
; こ フ乙 2 :

パイ ロ ッ ト(¢66) ●

+ リゞぷ∀ゞ 官甘言幣
卿 吋 棚 特 t ･ ●

. ●

叩 剛
テス ト孔 (¢6 6)

▲

皿
●
ヽ 側

●

●

0 0 0 0 0 0 ; : ± 0

●

石
● ･

●

チェ ッ ク孔(¢66) ◎

②コ ン タ クア ー シ ヨ ン

ダラ ウチン グ

◎

0 (〉 ◎

○

0 ◎ 0 0

0 0 0

○

0 ◎

◎

○ ◎ 0

漬
｡ ｡

i ;
◎

｡

‾
7 .

◎

｡

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

◎ く〉

_‾
0 ()

0

_

l

｡

0

0:ナ:
｡

:
｡

■

:
｡

:
｡

:
0 0 0 0 0

テス ト孔 (≠66) ◎

(施工前)
チ ェ ッ ク孔(¢6 6) ◎

( 施工後)
0 0 0

.
; ; ; - 一 般札 細6) 0

○ ◎ 0 伊言三

甘
0

:
0

:
j

●

乞 ③断層 収 用ダ ラウテ ング

テス ト孔 (¢66) ○

0 0 チ ェ ック孔( 節約 ◎

一 般孔 ( が6)
●

6)

図 - 8 基礎処理工 平面図
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一

工 法で 1 ス テ
ー

ジ 5 . O m
, 使用圧力2 . 5

～ 1 2 . 5 k甘/ 00
之

,

セ メ ソ ト ミ /レ ク の 配合は 10 : 1 か ら注入 した ｡ 施工 した

結果, 現況 1 ～ 1 2 ル ジオ ソ 値むこ対 し施工 後は 8 , 9 ブ ロ ッ

ク 以外 は 1 ～ 2 ル ジ オ ン 値以下 と なり満足 した 結果を得

た｡

なお
,

8
,

9 ブ ロ ッ ク 忙 つ い て ほ追加 ダラ ウ †を実施

し 目標 の 改良値 を満足 した ｡

( 図- 8
, 基礎 処理 工 平面 図参照)

④ コ ン タ ク ト グラ ウチ ソ グ

堤体左岸部 2 ～ 4 ブ ロ
ッ ク の ダ ム 軸 下流部 掘削線は 1

剖 以上の 急傾斜 に な っ て お り, 毅体 コ ソ ク リ
ー

トと基礎

岩盤の 空隙に ダラ ウ トを行 い 一 体化 を図 っ た｡ 施 工ほ 深

さ0 . 5 n で 3 . O m 間隔の 千鳥配 管と し, 本体 コ ソ タ ワ
ー

ト の 硬化後行 っ た ｡

⑨ 各 ダ ラ ウ チ ソ グ注入実績

各 ダ ラ ウ チ ソ グ注入実績は 表
一

2 の とお りで あ る｡

⑥ カ ー

テ ソ ダ ラ ウ チ ソ グ の 効果判定

カ
ー

テ ソ グ ヲ ウ チ ソ グの 注入前後 の ル ジ オ ソ マ
ッ プは

図 - 9
, 図 - 1 0 の とお りで ある｡

表- 2 ボ
ー

リ ソ グ ･ グ ラ ウチ ソ グ実 績表

孔表≠
‾‾‾

テ
ー

＼空言基郎t 注 入長1誌副彗メ ソ ト豊津メ ソ掴
コ ソ ソ ワデ ー

シ ョ ソ

断 層 処 理

パ イ ロ ッ ト 孔

テ ス ト 孔

カ
ー

テ ン(境体)

カ
ー

テ
/

ソ( リ ム)

チ ェ ヲ ク 孔

計

孔
130

6 1

10

1 0

15 5

1 1 5

1 8

49 9

S T

1 40

1 2 8

4 8

3 2

5 9 8

3 5 8

8 8

1
,
3 9 2

m

l
,
2 4 0

8 5 1

2 4 4

2 0 0

3 , 6 18

1 , 7 9 1

5 15

8 , 45 9

b r

l
,
42 0

1
,
4 1 1

59 0

29 2

4
, 1 4 7

1 , 9 8 0

1 ,
2 4 0

1 1 ,
0 8 0

m

8 09

6 4 0

2 3 9

1 9 8

2 , 9 9 8

1 , 7 9 0

4 6 4

7
,
1 3 8

b r

5 0 0‾

3 14.
1 1 9

8 9

2
,
19 2

1
,
3 3 6

2 19

4
,
7 6 9

k甘

14 , 3 32

2
,
02 8

1 1
,
1 0 2

2
, 9 8 7

15
,
3 27

6 3 , 9 50

1
,
4 4 7

1 1 1
,
1 7 3

軸/ m

17 . 7

3 . 2

4 6 . 5

1 5 . 1

5 . 1

3 5.. 7

3 . 1

1 5 . 6

施 工前 の 状況把握

孔間隔等 の 確認

施工後 の 効果判定

※注
-

(1) コ ン プ リデ ー

シ ョ ソ の 単位 セ メ ン ト量は 横坑部 の 空隙に 多く 入 っ て お り, それ以外は平 均 5 k甘/ m で あ る ｡

(2) コ ソ ソ リ デ ー シ ョ ソ 及び 断層処理 の テ ス ト孔,
チ ェ ッ ク 孔 の 数量は 上記の 中に 含ん で い る｡

＋

く〉

⊂,

1 0() . 0

8 0 . 0

5 0 . 0

D L
.
35 . O m

く >

＋

亡つ

づ

之

` = 〉

β
丁

＋

甘

く
5

Z

< >

＋

l. ロ

貞

⊂:〉

ト

･

十

くD

く5
之

⊂ )

くb

＋

ト

くl

;已

＋
〈
J
l

貞

国
-

9 ル ジオ ソ マ ッ プ (注 入前)

こ 92 こ

く=〉

の

＋
< >

づ

;こ

< >

<b

＋

く;

;こ

几
_ 例

⊂コ ≦2 .0 ル ジオ ン

【[Ⅰ皿 2
.
1 - 5

.0

∈∃ 5 . l - 7 .0

臣盟 > 7 .1
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1 0 0 . 0

9 0 . 0

8 0 . 0

7 0 . 0

6 0 . 0

5 0 . 0

4 0 . 0

D L .3 5 . O
m

〇
.

の

＋

O

d

Z

〇
.

の

＋
【

d

之

〇
.

【

＋

の

d
之

〇
.

の

＋

せ

つ

Z

〇
.

崎

＋
め

つ

之

〇
.

ト

＋

¢

d

才

〇
.

の

＋

ト
一

望

〇
.

一

＋

の

d

Z

国- 1 0 ル ジオ ソ マ ッ プ (注入後)

5 . 試 験湛水に つ い て

( り 湛水計画

湛水ほ計 画的甘こ貯水位 を コ ン ト ロ
ー

ル して 実施 し, 常

時満水位E L 9 5 . O m まで 永位を上昇 させ ると共むこ , 湛水

中ほ ダム 本 体 に設 置 して い る 測定計器に よ り, 堤体 の 漏

永量, 掲圧力, 変 形等を観測 し
, 塊体 の 安生を確認す る

と共甘こ貯水池周辺 の 点検お よび 下流 の 監視を行うも の で

あ る｡ 湛水開始 に 際 して は
,

下流既得 利永者に 支障を 与

えない よう湛水開始か ら常時満水位 まで の 永位上昇期間

ほ , か んが い 期を さけて 行う｡ 又 ダ ム 下流 の 放流量 は最

近10 ケ 年間 (昭和49 年 ～ 昭和58 年) 書こ おけ る 二 級河 川流

4 月1 5 日4 月2 8 日 5 月1 9 [】

∇
N.Ⅵ

｢

.L
.
9 5 . 00

9 5

よ
90

位

8 5

′
ク

L Ⅵ
r

. L
.
8 6. 3 0

′
ノ

( ′

′

′

r

= 芸菜箸王芸喜慧…諾ミ

80

7 5

タ
イ

盟 水牛( 昭 和5 5 年)

2 月 3 J】 4 月 5 月

図11 布書Jll ダム 貯留見込図

〇
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の

＋
O
t

d

之

〇
.

の

＋

〓
.

〇

Z

凡 例

[= コ ≦1 . 0 ル ジ オ ン

m l . 1 ～ 2 . 0

∈≡∃ 2 . 0
- 5 . 0

田川流 量観測資料よ り平水 年の 平 水量 0 . 0 1 3Ⅰば/ s を放流

し つ つ 湛水 し流 入量が 0 . 0 1 3Ⅰぜ/ s 以下 の 場合は 貯留 し な

い ｡ 湛水要 熟 も 貯 水位標高E L 8 6 . 3 m ( 最低水位) か

ら標高 E L 9 5 . O m 間の 永位の 上昇 速度 を 1 m / 日 と し急

激な増水があ る場合は , 放流管 パ ル プの 操作匠 よ り放流

をす る｡ なお , 最低水位及び 常時満水位 で水位 を5 日間

一 定 に 保 ち ダム の 挙動を確認す る｡
こ の 湛水計画 は,

6 0

年 2 月19 日か ら湛水を 開始 し, 前述要傲 に よ り貯留す る

が
, 昭和49 年か ら昭和58 年まで の10 か 年 を対象と した 越

流頂榛高 E L 9 5 . O m ま で の 貯留所要 日数 を平水年 ( S 5 1

年) , 渇水年 ( S 5 3 年) , 豊永年 ( S 5 5 年) で 求め る と図

一11 ｢ 布 菩川 ダ ム 貯留見込 図+ の と お りで ある｡

満水後,
1 度 , 最低水位 ま で水 位を低 下させ, 本 体及

び周辺 の 安定 を確認す る降下速度 は 1 m / 日 とし, 下流

匠 支障 を与えない よ うに低 下させ る ｡ その 後再 び 上昇さ

せ て常 時満水 位 に し て 試験湛水を完了させ る｡
こ れは ,

その 後の ダム 管理を安全 に す るた め 行うもの で, 放流管

/ くル ブを全閉 に し
, 河 川自流量は す べ て洪 水吐 より自然

越 流 させ る計画で あ る
｡

( 2 ) 測定計器及び測定記録

① 測定計器の 種類と設置位置

ダ ム 本体に 設置並び 紅埋設 した 測定計器 の 種類 と

個数を表 一 3
,

埋設位置を図 一 1 2 に 示す｡

② 測定記録 の 整理

各孔 の 漏水量, 及 び埋設計器 (間隙水圧計, 揚圧

力計, 湿度計, 継目計) の 各種測定 は, 定期的甘こ表

- 4 匠. よ り観測 を行 い
, 記録整理す る

｡

① 漏水量

全漏水 量は E L 7 4 . O m 監査 廊の 排水 ピ タ †甘こ入る

-
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表 - 3 測定計器の 種類 と個数

類 個数 l 塑

漏水量
角 比 1 カ 所F 6｡

｡

三 角比 5器皿 ×｡蕊皿 ×去皿

漏 水 量 計 l l 個 l 越流式自記漏水量測定装置 D L P - 2 0 0 , 測定水量880♂/ m i n

揚圧力
間 隙 水 圧 計 l 4 個L カ

ー

ル ソ ソ 塑計器 M P
-

6 W ( P ) , 測定範囲 0 ～ 6 k甘/ 皿
2

揚 圧 力 計 】14 個】 ブル ト ン管 式 B P - 4 W
, 測定範 囲 0 ～ 4 k甘/ 00

乏

水 位

フ ロ
ー

ト 式 F l 台

量 水 位 療 l l カ 所

流 入量 静電容量式水位計 1 台】 東京 計器 L M
-

2 0 0 M , 測定範囲 0 ～ 2 5 0 c m

注 水量 静 電容量式水位計 1 台 東京計器 L M - 2 00 M
, 測定範 囲 0 ～ 12 0 皿

温 度 計 21 個 カ ー ル ソ ソ 型 T - 10 0 1 ′ , 測温範 囲 一

3 0 ℃ ～ ＋7 0
0

C

継 目 計 4 個 l カ ー ル ソ ソ 型 ( F ) J ～ 12 し 測定範 囲 12 皿

表- 4 布喜川 ダム 計測頻度 ( 案)

項 目 ‡ 漏水 量 揚 圧力 l 変形量 l 温 度 経 目 l 巡 視 l 摘

第 1 期 1 回/ 1 日 1 回/ 1 引 1 回/ 7 日 1 回/ 7 日 1 回/ 7 日 1 回/ 1 日 試験湛水中

第 2 ′期 1. 回/-7 日 1 回/ 7 日 1 回/ 1 月 1 回/ 1 月 1 回/ 7′日 試験湛水 ～ 約3 年

第 .
L - 3 期 l l 回/ 1 且 1 回/ 1 月 1 回/ 1 月 湛水後3､ 年以降

計測項目匠 異常が生
じた と思われ る場合

1 回/ 1 日 日l/甘
】

l
ー

H
H

l
′
/回l 1 回/ 7 日

ロ
ロl/回l 日l/国l

地震発生後 Ⅰ週間 の

期間
ロ

ロl
■
′
-

ノ

ー

回l ロ
リ

l/回l 日l/回l 1 回/ 7 日
* 第 1 期 ～ 第3 期 の 該 当
期間匠 お け る計測頻度

配 線パイ プ

E L.9 4 . 2 5

E L .8 8 . 2 5

T【2 1

ケ

ケ

ケ

け

ケ

21

4

糾

､

1

●

H

O

▲

_

l

+ ≦主 姐 _ _ ⊥1 _ ⊥ _ _ -

㌢- l

1
タ ■サ

P - 2 p- 3 P - 4

図1 2 塊体埋 設計器設置図

ー 9 4 一

手前 で左, 右岸か らの漏水量 を側溝 匠 設置 した 三角

堰に 濁 水計を設置 し ダ ム 管理所 で測定す る｡ 排水孔

は, ダ ム 底面及び 岩盤 内に働く揚圧 力を軽減す るた

め匠 設置 し た もの で
,

こ の 漏水 量及 び 水質 な観測す

る こ とに よ り, カ
ー

テ ン ダラ ウ チ ソ グの 効果, 並 び

に 岩盤内の 最遠量 の 増大 の 有無 などを 監 視 す る｡

又, 半剖管 は ダ ム の 横継 目
,

ク ラ ブ ク などを通 っ て

ダム 境 体内に 進入 して くる 漏水を測定する｡

㊥ 揚圧 力

揚 圧力は , 堤体 の 基礎面
‾
(河 床部) に設 置 した 4

償の 間隙水圧 計と岩盤内10 m ま で ボ
ー リ ソ グして設

置 した ブ ル ー ソ 菅圧 力計に よ り測定す る｡ ダム本 体

に 作用する揚 圧力を軋定する こ と甘こ より, カ
ー

テ ン

グ ラ ウ チ ソ グの 効果, 並び に 着盤内の 浸透 状態な ど

を監視す る
｡

間隙水圧 計は , 上下流方向の 間隙水圧を測定す る

目的で 盤設 して あ りダム 管理所で 測定す る｡

㊦ 変形 量

一 般紅 当 ダム の ような浸高50 m 未済の ダム に つ い

水と土 第61 号 19 8 5



て 私 法 的茂剖 は ない ポ, 車体の 変形 に つ い て
! ダ

ム 天帝に 2 ケ 所 (供 水吐の 両 サ イ ド) 固 定 点 を 設

け, ト ラ ソ シ ッ ト及び レ ベ ル で 測定す る
｡

㊤ 水位, 流入量及び気象記録

各種 測定計器の 計測値と密接紅 関係の ある貯 永位

は , 9 時 , 1 3 時, 17 時 ご とに
, 又河 川流入量並びに

′ す9 チ ャ
ー プ ラ ン ト セ メ ン トサイ ロ

骨材 ビン
骨材運叔設備 落水処理 設備

旛 工 ヰ の 状況を ダふ 上流 よ り写 す (5ち. 5 )

取水塔

ダ ム 本体完成状況を ダム 上流 よ り写 す ( 59 . 3)

気象言己簸ほ,.
9 時匠 1 回計測する ｡ 但 し, 観象湛盤

期間 中, 大雨等力量降 り た 場合は , 1 時間ごと 嘘 謝

す る こ ととす る｡

⑳ 温度 計及 び秤 目計

温度計 ほ21 個, 継 目計 は 4 個設 置し て い る｡ これ

らは す べ て管理 所乾集 め測 定する ｡

( 3 ) その飽

貯水池周辺 法面 の 安定に つ い て事 前紅 測量尻 を設

置 し沈下等 の 状況を 1 週間書こ 1 回測定点換を行 うよ

う匠 した ｡ 又 堆砂匠 つ い て も将来甲堆砂量の 把 握の

た め 測量杭を設置 し て い る｡

あ とが き

本應礪 は, ダム 施 工 の 基礎処理 と試験湛水の 計画に つ

い て 報告 して い る
9 現在試験笹薮申で あ り, 扱会かあ れ

ば舐験湛永 の 繚果 に つ い て報告 した い と考えて い る｡

布香川調整 池は 入 庫浜市の 中心 部か ら革で わずか10 分

た らず の 位置に あ り, 八 障浜市ほ 池, 公 園施 設が少ない

こ ともあ り, ヤ 約 2 1岨 の液 面と堤 棒材近の 広鬱を公 園化す

る こ とが考え られて お り, 四季な通じて_市民の い こ い の

場所 へ と, 各方面か ら早期完成が畳まれて い る¢

今か らの ダ ム は こ の 様な寮姪整備忙 対する 配慮も必要

で あ ろう｡

管理事務所

棟木防止施設

試験湛水 中の 状況を ダ ム 上流 よ り写 す ( 60 . 3)
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は じめ に

農林水産省は 現在農道整備事業 をは じめ , ほ 場整備,

農用地開発
,

畑地帯総合土 地改良等 の 土地改良事業及び

新農業構造改善事業等 の 罪公 事業な ど
, 各種 の 事菓で 農

道 の 整備を実施 して い る
?

農道は 線的事業で あるた め, 河川, 道路, 鉄道等 の 公

共施設や , 保安林, 国立公 園, 埋蔵文化 財等 公的規制区

域 を通 らなければ ならな い 場合が多い ｡ し た が っ て, 幸

美 を進 め る- こ当た っ ては 関係機関と の 協議 ･ 調整 を図る

こ とが必要 で ある｡

こ こ で は , 農道 を単独 で行う農 道整備事業を対 象に道

路, 河 川, 鉄道及 び 公 安委員会 との 関係 に つ い て 紹介 し

て み た い ｡

l . 道路関係

道路法 の 道路 を農 業目的の た め に 改修 する 場合や 農道

が道路 法の 道路と接続又ほ 交差す る際の 取付方法甘こつ い

て は
,

一

般的に 道路法 第2 4 条 ( 道路管理者以外 の 者が行

う工 事) に 基づ い て 道路管理者 の 承認 を得 て実施す る こ

と軒こな っ て い る ｡

し か しなが ら,
土地改 良事業 とし て行 う農道 の 整備 に

つ い て は, 昭和48 年 の 土 地改良長期 計画 に 関する農 林,

建設両省の 覚書で 事業実 施に つ い て
, あらか じめ 関係局

長間 で 協議 し, 調 整に 努め る こ と と して い る｡ ( 高速自

道車 道,

一

般国道, 都道府県道-こ つ い て は 土 地改良事業

の 対象 と しな い こ とが 明言己されて い る｡) ｡ こ の 覚書を受

けて , 建設省道路局長, 農林省構造改善局長 と の 間 で

｢ 土地改良長期計画に 関す る農道整備 事業 に つ い て の 覚

書+ を交換 し, さ らに 細部 の 内容Fこ つ い て道路 局地方課

長, 構造改善局開発課長 の 間 で了解事項が文 書 化 さ れ

た｡

こ れらの 覚書等 は第 3 次土地改良計 画でも受 け継 がれ

て お り, 農道整備事業の 実施Fこ 当た っ て は, 覚 書に従 っ

* 構造改善局開発課

次

3

4

5

井 . 野 栄
*

鉄 道関係 ‥ ‥ ･ ･ … ･ … ･ l … ･ ･ ･ … ‥ ‥
‥

‥
‥ … … ･ ･ ･ ･ … ･9 8
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･ … ･ ･

‥
‥ … … 98

お ぁ りに ‥ ･ ･ ･ ･ ･ ‥ ‥ ‥ ･ ･ … ･ ‥ ･ … ･
･

… = ‥
… ‥

･
‥ ･ ‥

1 00

て 協議 ･ 調整が行わ れて い る｡

覚書の 内容をま次の とお りで あ る｡

土 地改良長期計画軒こ関す る覚書

48 構改 C 第 152 d号

農林, 建設 両省 は, 土地 改良法 ( 昭和24 年法 律第195 号)

第 4 条 の 2 の 規定に 基づ い て作成され る 土地改良長期計

画 (別紙案) に 閲し, 従来建設省 が 一 元 的に実施 し て き

た 道路行 政お よ び河 川行政 を多元 化す るもの で ない こ と

を 相互をこ確認 し, 下 記の とお り了解 し, 覚書 を 交 換…す

る ｡

昭和4 8 年 4 月25 日

農林事務次官

建設事務次官

記

土 地改良長期計画 に 基 づ い て 実施され る各種事業 の う

ち に は , 道路, 河川 の 整 鳳 管理等建設省 の 所掌事務 と

抵触す るも の が生ず る お それが ある の で
, その 実旗 に 当

た っ ては 両省間 で締結され た了解事項等 に従 っ て調 整を

行 うと とも-こ道路法 (昭和27 年法 律第 180 号) 第 3 条第

4 号 匠定 め る市町村道乾 係る 主とし て 農業生 産の 用紅 供

され る もの ならびに河 川法 ( 昭和39 年法律第 167 号)‾第

3 条 に 定め る河川お よ び同法第 100 条の 準用 河 川-こ 閲

し, 土地改良事業と して 所要 の 事業を行お うとす ると き

ほ , そ の 実施等 に つ い で
, あらか じめ 関係局長間で 協議

し, 調整 に 努 め るも の とす る｡

な お , 道路法第 3 条第 1 号か ら第 3 号 ま で に掲げ る道

路 に つ い ては
,

土地改良事業 の 対象 と し な い も の と す

る
｡

土 地改良長期 計画中こ関す る 農道整備事業匠 つ い て の 1

常書

-
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一

土地改良法 (昭和24 年法律第 195 号) 第 4 条の 2 に 基
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づ い て 作成 され る土地改良長期計画の 閣議決定 に 際 し,

建設省道路局お よび 農林省構造改善局は , 建設省が 一 元

的甘こ行 っ て きた 道路行政を多元化す るも の で ない こ とを

相互に 確認 し, 下記 の とお り了解 し, 覚書 を交換す る｡

昭和48 年 4 月25 日

建設省 道路 局長

農 林省 構 造改善 局長

記

1 . 農道 整備事業 (以 下 ｢本 事業+ とい う｡) が幹線 市町

村道 と路線 ( ある い は 区間) 又 は機能 が重複する 場合

は , 建設省 に お い て その 整備の 促 進に努 め るもの とす

る｡

2 . 本 事業が幹線市 町村道 以外の 市町村 道と路線 (あ る

い は 区間) が 重複す る場合は
,

道路法第24 条の 規定 に

基づ く工 事と して実施す るも の とする ｡

3 . 農 林省は 広域 営農団地農道及 び農免農道 ( 以下 ｢ 基

幹農道+ と い う｡) の 施行箇所の 決定 に 当た っ て ほ , 建

設省と協議 し, 基幹農道整備計画 と道路整備計画と の

調整を 図 る とともに 本事業を 実施 しよ うとす る者 に 対

し, そ の 計画むこ つ い て 関係都道府県の 道路担 当部局と

事前 に 協議調整を了す る よう指導す るもの とす る｡

4 . 農 林省は, 本事業 を実施 し よ うとす る 者 に 対 し, 基

幹農道の 構造基準に つ い て は , 道路構造令 に 準拠す る

よう指導す るも の とす る｡

5 . 基幹農道 の 維持管理体制の 策定 に あた っ て は
, 建設

省の 意見をきくも の とす る｡

土地改良長期計画に 関す る農道整備事業 に つ い て の

覚書 (昭和48 年4 月25 日付 け建設省道路 局長, 農林省 構

造改善局長覚書) の 記 2 お よび 記 3 むこ つ い て下記 の 通 り

了解す る ｡

昭和4 8 年 4 月25 日

建設省 道路局地方 道 課長

農林省 構造改善 局開発課 長

(記 2 かこ つ い て)

1 . 道路法第24 条 に規定す る道路管理者軒こ対す る承認 申

請に 際 し て は , 本事業 で実施す る施行 区間 の 全体 工 事

′の 設計 お よ び実施計画 (機能 重複区間 を含 め て) を 添

付す るもの とす る｡

( 記3 に つ い て)

2 . 農 林省ほ
, 基幹 農道 の 新規採 択の 前年度 の 10月 まで

匠
, 当該基幹 農道 の 計 画線, 幅員等全体計 画 ( 以下単

に ｢ 全体計画+ とい う｡) に つ い て 建設省と協 議す るも

の とす る
｡

3 . 農 林省は , 前記 2 に よ り既に 協議済み の も の を 変更

した とき, また は 新規採択基 幹農道を新た に 追加 した

ときは そ の 都度, そ の 全体計画に つ い て , 建設省 と協

議す るも の とす る｡

4 . 農林省お よび 建設省 は, 都道府県農林担 当部局が,

地方農政局甘こ基幹農道 お よ び
一

般農道 に つ い て の 国の

助成 に 関す る実施要望書 を提 出す ると きは, あらか じ

め, その 全体計画 に つ い て農 林担 当部 局と道路担 当部

局 とが協議す る よ う指 導す る もの とする ｡ その 計画を

変 更し よ うとす る ときも 同様 とす る ｡

た だし ,

一 般 農道 整備事業で, 幹線 市町村 道と路線

( ある い ほ 区間) ま た 時機能が重複 しない も甲に つ い

て は こ の 限りで は な い
｡

(注記 1 )

｢ 土地改良長期計画 に 関す る農道整備事業 に つ い て の

覚書+ の 記 1 に つ い て は
, 全て の 幹線市町村道 に つ い て

建設省所管事業 と して 実施 し
, 農林水産省が農道整備事

業と して 実施 しな い と い う趣 旨で ほ ない
｡ すなわ ち , 農

道整備事業は , 土地改良法 に 基づ く 申請事業 で あ る た

め , 関係農業者か ら申請があ っ た 場合, 当該道路が農薬

の 振興を図 る べ き地域 に あ っ て
, 農道と して の 性格が 強

く, 事業 の 主旨及び 採択要件を満た して お り, 早急 に 整

備す る必 要 の あるも のをこ つ い て は , 道路管理者 (市 町村

長) の 意見 を尊 重し, 担 当部 局問 で充分協議 の うえ, 農

道整備事業 と し て
, 道路法第24 条 の 規定 に基 づ き実施 で

きる もの で あ る
｡

(注 記 2)

幹線市 町村道 とは
,

1 級及び 2 級市町村道を言う｡

2 . 河 川 関係

農道整備事業 で 河川に 橋を施行す る場合は , 河川法に

ょ り河川管理者の 許可を 受けなければな らない ｡

(1) 一 級及び 二 級河川

一 級河 川 ･
‥ … 建設 大臣が指定 し たも の (法 第 4 条)

二 級河 川･ ･ …
･ 都道府 県知事が指定 し た もの (法第 5

条)

① 管理 者の 許 可手続

l 垂 ト ･ … … ･
･ …

事業主体 一 河川管理者

1

直垂亘卜 … ･ …
… ･

事業主体 一 河 川管理 者

1

実施設計書作成

申請書 の 提 出

ト
･ ‥ 事業主体

卜… ‥ ‥ 専 業主体 → 河川管理者

1

t亘二重ト ‥

｢
… ･ ･ ･ ‥ 河 川管理 者

1

直二亘ト … … … ･ 伺 川管理者 一 事業主体

② 関係す る条 項

ァ 河 川区域 内に 工作物 を新築又 ほ 改築す る場合

-
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(冨;::芸霊≡霊且吉芸≡芸
の 新築等 の 許可)

(冨;:三笠霊書芸月吉芸≡芸
専 用許可)

こ れ らの 許可 申請ほ 同時に 行う｡

イ 河 川の 保全区域 内の 土 地甘こ工 作物 の 新築又 は 改築 の

場合

(冨;::芸霊芸歪月言霊ミニ芸芸芸芸慧芸芸芸孟
緋 )

上記 の 許可 申請を行う｡

なお, こ れ らの 許可 に あた っ て は 河川構造令 に 基 づ い

て審査 され る
｡

(2) 準用河川

一 級河 川及 び 二 級河 川以外の 河 川で 市町村 が 指定 し,

河川法 の 規定 を準用す る河川 (法第 100 条) で 二 級河 川

に 関す る規定 を準用 し て許可手続 きを行 う｡

河川 の 種類別 指定者及 び管理者

河 川 の一種 顆 】 指定者 】 管理者 者託受理管

一

級河 川

ニ 級河川

直轄管

墾堅固
指 定
区 間

竺堅竺+ 堅竺

吐
知 事】知 事

知 事軍

準用河 川 市 町村長 L 市町村長

(3) J許可 申請 の 内容

申請 に 当た っ ては , 必 要 な事項甘こ つ い て 申請 者 ( 事業

主体) と河 川管理者 が打合 せ し , その 内容 に つ い て議 事

録 を作成 し
, 相互 紅調 整を図りながら確 認す る 必要があ

る｡ 必要 な事 項ほ 次の とお り で あ る｡

① 当該 工事 の 名称, 河 川名, 施行 場所, 管理 者名, 目

的

② 法令 等に よ る許可 , 認可 , 承 認な ぎの 必 要の 有無

⑨ 工 事の 設計 及び 施 工方 法な らび に 工 期, 特すこ構造物

の 設計 に使 用す る 計画洪 水量, 計画洪 水勾配 , 計 画河

床 勾配 , 粗度 係数 な ど必要な数値に つ い て確 認 し, 河

川構 造令 に 関す る 桁 下 高, 支間長, 橋台, 橋脚 の 位

置, 形状, 護岸, 管理道路, 取付道路 の 勾配等 に つ い

て 打合せ す る｡

④ 費用の 負担割合 に 関す る事項

3 . 鉄道関係

農道整備事業 にお い て も昭和52 年度 に 団体営農道整備

事業 の
"

軽微 な改良
”

の 申で ｢ 踏切 の 改良+ が単独事業

と し て制度化され, 従来以上紅 躇切 の 改良が行わ れ て い

る｡ また; 内閣 の 設置す る交通安全対策本部が踏切道 の

立体交差化 を推進 し て い る ことも あ っ て , 立体交差橋 の

施行も増加 し て い る｡
こ れ らの 実施に 当た っ て は鉄道事

業者と の 協議が必要で あるが, 改良を行う場合 の 技術基

準, ア ブ ケ ー シ ョ ソ の 方法等 の 実施基準 の 制度 化がなさ

れ てい な い ｡ 現在行わ れて い る協 議は , 国鉄と建設省と

の 間で 結ばれて い る協定内容を参考 に 行わ れて い る｡

次に 踏切拡大工 事 の 施行に 当た っ て の 国鉄と の 協議手

続 に つ い て 事例を紹介 した い
｡ (県営農免の 場合)

事 前 打 合卜･ ･ 事業主体 一 鉄道管理局

1

1亘二二二重卜知事 一 鉄道管 朗 長

･1

+些堅型堕竺l … ‥ 儲 道管理局, 事業主体

1

定ト傾 道管理局 芦 ±知事

1 丁
‾｢▼‾‾

可 … 国鉄委託

支 払
‥

･
‥(空室墓蒜童謡～､

概算払 い

よお
, 協議事項及 び協定 の 内容は 次 のとお り であ る｡

協議事項 ①設計及 び工 事費

⑧計画幅員

⑨ 拡幅工 事予定時期

(参道路工 事予定時期

⑤道路構造

協定内容 ①位置及び設計

②工 事 の 施行 (施行区分)

③工 事 の 費用 (費用及び 負担区分)

(彰財産所有権 の 帰属及 び保守

⑤撤廃物 の 処理

⑥損害 の 負担 (負担区分)

⑦行政上 の 手続 (実施区分)

⑧用地 の 処理

⑨立体交差費用負担 (将来立体交差化

す る場合 の 負担区分)

⑳その 他(疑義等が生 じた 場合 の 協議)

l . 公安委員会 との 関係

従来 か ら広域農道等 の 基幹的農道 の 施行に 当 た っ て

ほ, 道路協議 の 中で 道路法95 条 の 2 (都道府県公 安委員

会 との 調 整) に よ り調 整を行 っ て
.
きた とこ ろ で あるが,

農 林水産省 は昭和58 年甘こ警察庁と の 間 で
, 農業用道路 紅

お ける交 通の 安全 と円滑を確保す る ととも 匠 , 農業用道

路 に係 る 事業 の 円滑 な推 進を図る観点 か ら, 協議 ･ 調整

紅 関す る覚書 を交換 し,
こ れ に基 づ い て都道府県 を指導

す る こ とに な っ た ｡

覚書の 内容は 次の とお り で ある ｡

(1) 対 象

広域 農道
, 農免道路その 他

一 般交通 が見込まれ る鼻翼

用道路 ‾

-

9 8 - 水 と土 葬61 号 19 8 5



(2) 時期

ア 贋造事業 の 計画全体書こ つ い てほ 計画策定時

イ 具体 的な事業 の 実施 に つ い ては 実施計画策定時

(3) 配意事項

ア カ ー ブ地点 並び に交差, 取付 け部分及 びそ甲付近 紅

お け る安全性確保そ甲他当該農業用道 路の 構造上の 安

′ 全性確保に 関す る こ と｡

イ 防護柵等 の 交通安全施設 の 整備に 関す る こ と
｡

ウ そ の 他 当該農業用道路 の 交通 の 安全と 円滑に 関す る

こ と｡

注記 1 覚書 で は, 協議 の 具体的方法等-こつ い て は都道

府 県公 安委 員会と都道府県知 事とが協議 の 上, 早

急 に 上言己の 内容 を大綱 と して ｢ 事業主体 (都 道府

県 及び市 町村 等) が都道府県 公 安委員 会 に 協 議

し, 調 整を図 る方法 等+ を具休的に 定め る よう指

導す る こ とと して い る｡

注記 2 覚書-こお け る協議 の 対象事業 とは, 広域農道,

農免農道等基幹的農道及 び幹線農道 の こ と で あ

り, 各都道府県 の 実情 に応 じて定 め る も の と す

る ｡

注記3 覚書軒こ お け る配意事項に つ い て は, 地域の 実態

を勘案の 上必要なもの だけを対象 とす る｡

すで に
, 県段階で 具体 的に 定め た協 議 ･ 調 整方法 の 一

事例を示すと次 の とお りで ある｡

農業用道路むこ関す る協定に 基づ く覚書匠 つ い て

0 0 県警察本部交通部 と 0 0 県農地 執 も 昭和60 年 3

月 ○日 付け0 0 県 公 安委 員会 と0 0 県知事 の ｢協定+ に

基 づ き農業 用道路 の 新設 又は 改築に 関する具体的協議 り

方法等に つ い て
, 当県の 農業用道路の 実情 紅 か ん がみ

,

次の とお り了解す る｡

記

1 . 協議対象道路

広域農道, 農免道路, そ の 他 こ れ 紅準ず る幹線農道

(県営
一

般 農道) とす る｡

2 . 協議 の 時期

(1) 計画全体 の 協議 時期

事業計画を定め ようとす るときとす る｡

(2) 具体 的実施計画の協議 時期

農業用道路 の 設計を終了 した とき とする
｡

3 . 協議 の 方法

(1) 農業用道路 の 新設又は 改築を行お う と す る と き

は, 当該道路 を管轄す る警察署長 を経 由し て公 安委

員会に協議 す るもの とす る
｡

(2) 協議 匠 当た っ て は, 別 記様式甘こよ り行 うもの とす

る｡

年 配意事項

協議は , 当該農業用道路むこお け る交通 の 安全と 円滑

-こ関す るも の とし, 特に次 の 事項 に つ い て配慮す るも

の とする｡

(1) 構造上 の 安全性に 関する事項

ア カ ー ブ地点等の線 形, 勾配

イ 交差点の 形状

ウ 交差点間隔

ユ その 他道路 の 構 造上の 安全性 の 確保甘こ 閲 すi
る こ

と｡

(2) 交通 安全施 設の 整備紅 関する 事項

防護柵, カ
ー ブミ ラ ー

, 道路 照明, 警察 棟識等 の

交通 安全施 設の 設置場所, 設置方法等｡

(3) そ の 他歩道設置 の 必要性等交通 の 安全と 円滑な確

保に 関す る事項

5 . 疑義等 の 措置

本覚書 の 実施甘こ関 して 疑義が生 じた 時 は
, そ の 都度

協議を行 うも の とす る｡

6 . 実施 時間

本覚書 は昭和60 年 4 月 1 日 よ り実施す る｡

こ の 覚 書を証 する た め, 本 書2 通を作 成 し, それぞれ

言己名押 印の 上各 自 1 通 を保有する ｡

昭和60 年3 月 ○日

0 0 県警察本部交通部長 0 0 0 0

0 0 県農地部長 0 0 0 0

注 記 1 本 事例 で は , ｢ 農業用道路 の 新 設 ･ 改築紅 関す

る協定 に つ い て+ を知事 と公安委 員会 の 間 で結 び

それを受けて こ の 覚 書を姑 ん だもの で あ る｡

注 記2 本 覚書の 対 象事業に 広域, 農免の 他甘こ ｢幹線 農

∧_
道( 県営

一

般農道)+ とな っ て い るが, 当県で は 従

来か ら県営
一

敗農道 の 基幹的なも の甘こつ い て は 協

議 ･ 調整を行 っ て きた 経緯があ り今回も含め た も

の で あ る｡ した が っ て
, 樹園地農道網等 は対象と

し な い こ とで 了解 され て い る
｡

注記 3 本覚書 匠 よ る協議 は計画 時と実 施時 の 2 回行 う

こ と甘こな っ て お り実施時甘こ お け る協議 内容ほ 次の

とお りで あ る｡

① 事業名及び 地区名 (路線名)

② 供用開始 (予定) 年月 日 ( 完成 ･ 暫定)

⑨ 区間 (起点 ･ 終点) ( 全長 ･ 幅員)

④ 計画及び 構造

計画概要 表, 路線位 置図, 計画平面図, 計画

縦断面 図, 計 画横断面 図, 標 準断面 図,
カ ー

ブ ･ 取付 工 ･ 交 差点の 平面 図

⑤ その 他

なお,
■
_
計画時の 協議で は こ の うち ④ の 計画及び

構造が次 の よう に な っ て い る｡

計画概要表, 路線計画 の 概要,
カ ー ブ ･ 交差

点 ･ 取付 の 概要

ー
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お わ りに

今ま で紹介 し た よう に
, 農道 の 整備むこ当た っ て は関係

機 関と の 各種 の 協議 ･ 調整 ( ある い ほ許可 ･ 承認) が必

要 で ある
｡

し た が っ て
,

こ れ ら協議 の 内容及び 協議に 要

す る時間 が農道整備事業 の 進捗に 大 きく影 響を 与 える こ

とに なる｡ ま た , 途 中で協議 内容が大幅 に 変 り事業費が

増大 した 場合 などは事業計画 の 変更も必 要 とな り, 事業

の 成否に も かか わ る こ とむこな る｡
こ の よ うな問題を生 じ

ない ため 剛 ま
, 計画時点か ら十分な協議をや

ゝ さね
, 重要

な事項 に つ い て は早め に 調整を進め る こ とが 大 切 で あ

る｡

ま た
, 関係機関と の 協議 ･ 調整配 当た っ て は 誠意をも

っ で 当た る こ とは 当然で あ るが
,

主張す べ き点 ほ 主張 し

お 互 い 納得 の い く内容で 調整が行わ れ る こ とが
, 事業の

円滑 な推進に も つ なが る こ とに な る｡

選石 釧 水を選ぶこ

私 選択取 水設備 でもリ ー ドす 執 島水門

業界の 話 題 は ､
い まく選 択 取 水設 備〉

｡
と り わ け

丸島水門 の シ リ ン ダ ゲ ー ト に 注 目 が集中 し て

い ま す｡ 創業以来6 0 年､
ダ ム 取水 設 備の歴史

を築 い て き た技術 と実績 が〈選 択取水設備〉に

も い か ん な く 発揮 さ れ
､ 取 水性能 も経済性 も

ま さ に決定的｡
お 陰様で 大川 ダ ム で1 2 件目の

実績 と な り ま し■た
｡

本 社 大 阪市生野 区鶴橋 1 - 6 - 1 5

〒5 44 ℡ (0 6) 7 1 6- 80 0 1

東京支店 ℡(03) 24 2-1972 福岡官業所 ℡ 佃2〕47Z-5 336

株式会社 丸島水門製作所 ､ 笠諾芸
℡(0222)鉱一別9 7 札幌営業所 ℡(0 11)22 卜7 00 3

℡(07435柑-2121

≡≡彗
型 ム

支 柱 l

;≡ヨ

書ロベ ルマウス

㍍
建設省

･

大川ダム 選択取水設備

之

≡
取如ゲート

/【Ⅶ ｢

- 1 0 0 - 水と土 第61 号 19 8 5



l 会I l 告i

1

2

急

農業土 木技術研 究会第1 6 回 理事会

日 時 昭和60 年 6 月17 日 14 : 0 0 ～ 1 5 : 0 0

場 所 東京都港区新橋 5 丁 目34 - 4

農業土木会館 5 階特別会議室

会議 の 概要

収 入 の 部

(1) 第 1 号議案 昭和59 年慶事業報告並び に 収支決算

承認 の 件

(2) 第 2 号議案 昭和60 年慶事業 計画( 案) 並び に 収支

予算(案) 承認 の 件

(3) 規約改正 に つ い て

担) 役員改選 に つ い て

(5) その 他

以上 の 議案 に つ い て審議 し出席理事全員の 了承を

得 て原案 どお り可決承認 された
｡

昭 和 5 9 年 度 収 支 決 算 書

6 0 . 3 . 3 1 現在
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会 費

通 常 会 費

賛 助 会 費
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農業土 木技術研 究会規約改正

現 行

前章 略

第3 章 役員

( 役員の 種類)

第 7 条 本会 ほ次 の 役員を おく

(1) 会 長

(2) 副会長

1 名

1 名

(3) 理 事 15 名以内

(4) 監 事 2 名

後章 略

第 3 章 役員

( 役員 の 種額)

第 7 条 本会ほ 次の 役員を お く

(1) 同 左

(2) 副会長 2 名

(3) 同 左

(4) 同 左

本 規約 は 昭和60 年6 月17 日 か ら施行す る

農業土 木技術研究会役員名簿 ( 昭和 卯年度)

会 長

副 会 長

〝

理 事

〝

〝

〝

ク

ク

ク

〝

〃

〝

ノク

〃

監 事

′ケ

常任甑 問

〝

顧 問

か

〃

〃

〃

か

〃

集

長

員

〝

晶
〃

編
委

常

〃

ク

委 員

浅原 辰夫

平井 公雄

白井 清恒

内藤 克美

小泉 恵二

中道 宏

山本 敏

中川昭 一

郎

高橋 昇

八 木 直樹

中島 菅生

牧野 俊衛

渡辺 滋勝

久徳 茂雄

内藤 正

大橋 欣治

西岡 公

須藤 良太郎

福 沢 達 一

山崎平八郎

梶木 又 三

岡部 三郎

小林 国司

福 田 仁志

高月 豊 一

緒形 博之

永 田 正 董

中道 宏

安 田 昭彦

亀田 昌彦

植松字之助

川 嶋 久義

自問 義孝

水資源開発公団理事

構造改善局建設部長

東京大学教授

構造改善局設計課長

橋道政善局水利課長

構造改善局首席農業土木専 門官

関東農政 局建設部長

農業土木試験場長

北海道開発庁農林水産課長

水資源開発公 団第二 工 務部長

(社) 農業土木事業協会専務理事

( 社) 土地改良建設協会専務理事
㈱三 祐 コ ン サ ル タ ン ツ専務取締
役

西 松建設紳専務取締 役

大豊建設㈱社長

関東農政局建設部設 計課長

㈱ 日永農業土木 コ ン サ ル タ ン ツ

常務取締役

構造改善局次長

全 国農業土木技術連盟委 員長

衆議院義貞

参議院議員

/ /

/ /

東京大学名誉教授

京都大学 名誉教授

東京大学名誉教授

土地改 良政治連盟耕隆会会長

構造改善局設 計課

〝 事業計画課

〝 設 計課

〝 整 備課

〝 設 計課

〟 地 域計画課

委 員 細川 雅敏

〝 岩村 和平

〝 相沢 恒徳

ク 高橋 利也

〝 大庭 宗 一

〝

〝

〝

〝

〝

〃

/ /

〝

/ ケ

ノケ

藤本 直也

勝 山 達郎

小 沢 興宏

前 田 勇

〝 資源諜

〝 事業 計画課

〝 施工 企 画調整室

〝 水利課

〝 〝

ク 整備課

〃 開発課

〝 〝

〝 防災課

久保 田 勇 関東農 政局 設計課

吉 野 秀雄 農業土木試験場施設 水利 2 研

清水 洋 一

国土庁 調整課

益 田 和範 水資源 公団第 2 工務部設 計課

今井 秀二 農用地 公団工 務部工 務課

荒木 正栄 日本農業土木総合研究所

賛 助 会 見

㈱ 荏原製作所

㈱ 大 林 組

㈱ 熊 谷 組

佐 藤 工 業 ㈱

㈱三 祐 コ ン サ ル タ ン ツ

大 成 建 設 ㈱

玉 野総合 コ ン サ ル タ ン ト㈱

㈱電 業社機械製作所

㈱ 酉島製作所

西 松 建 設 ㈱

日 本 技 研 ㈱

㈱ 日 本水エ コ ソ サ ル タ ン ト

㈱日 本農 業土木 コ ン サ ル タ ン ツ

( 断) 日本農業土木総合研究所

㈱ 間 組

絢 日立 製作所

㈱ 青 木 建 設

㍑

〝

ク

〝

〝

ク
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安 藤 工 業 ㈱

㈱ 奥 村 巌

勝 村 建 設
_
㈱

珠 木 建 設 ㈱

嘩 栗本鉄工 所

三 幸建設工 業㈱

住 友 建 設 ㈱

大 豊 建 設 ㈱

錦 竹 中 土 木

田 中 建 設 ㈱

前 田建設 工 業鯛

三 井 建 設 ㈱

I N A 新土木研究所

ア イ サ ワ 工 業㈱

青 葉 工 業 ㈱

旭 コ ン ク リ ー ト工 業㈱

旭 測 量 設 計 ㈱

伊 藤 工 業 ㈱

茨城 県調査 測量設 計研 究所

上 田 建 設 ㈹

㈱ ウ
ォ

ー

タ
ー ･ エ ン ジ ニ ア リ ン グ

藤 林 産 設 紳

エ ス ケ 一 札 興産業㈱

㈱ 大 本 組

神 奈ノロ鼎 農業土 木建設 協会

金 光 建 設 ㈱

技 研 興 業 ㈱

㈱ 木 下 組

岐阜県土木用 ブ ロ
ッ ク工 業組合

久 保 田 建 設 紳

久保 田鉄工 鵬 ( 大阪)

久保 田鉄 工綿 (東京)

京菜重機 開発紛

㈱ 古 賀 覿

㈱ 古郡 工 務所

㈱ 後 藤 組

小林建設 工業 的

五 洋 建 設 ㈱

佐 藤 企 業 ㈱

㈱ 佐 藤 組

佐 藤 興 業 輪

㈱ 塩 谷 組

( 社) 静岡県畑地 か ん がい 事業協会

昭 栄 建 設 ㈱

新光 コ ン サ ル タ ン ツ 紳

新 日本 コ ン ク リ ー ト瞬

㈱新 シ ス テ ム 企画研 究所
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須 崎 工 業 絢

世 紀東急工 業㈱

第
一 測 工 ㈱

1 ロ

ク

′/

大成建設㈱高松支店 〝

大和設備工 事紛 〝

高 橋 建 設 紬 〝

高 弥 建 設 ㈱ 〝

㈱ 田原製作所 〝

中 国四国農政局土地改良技術事務所 ク

㈱ チ
ェ

リ ー コ ソ サ ル タ ン ツ ク

中 央 開 発 ㈱ 〝

東 急 建一設 ㈱ 〝

東 邦 技 術 ㈱ ク

東洋洩量設計㈱ 〝

㈱土木測器 セ ン タ ー 〝

中川 ヒ
ュ

ー

ム 管工業 紳 〝

日 兼特殊工 業㈱ 〝

日 工 ゲ ー ト ㈱ 〝

日東 ユ タ ニ
ッ ト パ イ プ㈱ 〝

日本技術 開発㈱ 〝

日本 国土田発紳 〝

日本大学 生産 工学部 図書館 〝

日 永 プ レ ス コ ン ク リ ー ト エ 業㈱ 〝

日 本 館 道 紳 〝

農業試験場農地利 用部 〝

八 田 工 業 ㈱ 〝

福井県土地改良事業 団体連 合会 〝

福 岡県農林建設 企業体岩崎建設㈱ 〝

福 本 鉄 工 餉 〃

㈱ 婦 中 興 業 〝

㈱ 豊 蔵 鼠 〝

ポ ゾリ ス 物産㈱ ク

北海道土地改良事業団体連合会 〝

(財) 北海道農業近代化 コ ン サ ル タ ソ ト 〝

堀 内 建 設 ㈱ ク

前 田 製 管 絢 〝

前 沢 工 業 ㈱ 〝

其 柄 建 設 ㈱ 〟

瞬 舛 ノ 内 鼠 〝

丸 伊 工 業 ㈱ 〝

丸 か 建 設 絢 〝

鵬丸 島水門製作所 ク

丸誠重工 業㈱東京営業所 〝

水資源開発公団 〝

水 資源開発公団奈良供 ダ ム 建設所 〝

官 本 建 設 ㈱ 〝

山崎 ヒ ュ
ー

ム 管㈱ 〝

菱 和 建 設 ㈱ 〝

若鈴 コ ソ サ ル タ ソ ツ ㈱ 〃

( 8 4 社)

( ア イ ウ エ オ 隈) 計 113 社 15 8 口
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編 集 後 記

他 地区で の 実施例は, 私達が 実際 に 仕事 を 進め て い く

上 で大変 卸 こ立 つ もの です｡ 近年, 農家 の ニ ー 女の 高度

化, 多様化 もあ り農業基盤整備事 業の 撃備水準も再度化

す る
一 方 で

, 農産物 価格の 低迷 が あ り,､ ま た 轟村を 取
■
り

ま く環 境も変 化 して い る こ と か ら, 事 業を進 め るに 当 っ

て の 判 断の 正 確 さが
,

よ り重要 視 され て きて お-り ます｡

こ の た め 計画
, 技術 に関す る検討 内容 も複雑 なもの むこ な

りが ち です が
, そ の 際, 事 例や デ ｢ タ の あ りか た を 知 っ

てし
､

､ る こ と
_
を羊効率 的な仕事 を進 め て いく上 で

, 非常 に大

切 な こ とだ と思い ま す占 今回も
, 各方 面の 技術事 例を 収

め る こ とが できた と考 えてお り ます
｡ 大 い に御活用下 さ

い
｡

まキ今回 か ら
, 協議関 係に つ い て の シ リ

･
- ズ を企画 し

ま した ｡ 現場 の 仕事 の 中 で協議関係 は不 可欠 の も の で す

が
, 経験 の ない 方 に と っ ては , な

.
か なか 難解 な部分が 多

い と考 えた か ら です｡ 今後 4 ～ 5 回程度 で道路, 林野,

文化財, 電気 関係等 の 協議 に つ い て の 解説 を行う予定 に

して お ります｡

本誌 は農業土木技術者 の 技術研賓 の 場で あり,
‾また 情

報交換 の 場 で も あり- ます｡, 是非 一 度 , 皆 さ ん の 経験 され

た 技術事例 を投稿 され る よ う期待 して い る次 第です｡
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投 稿 規 定
1 虚構 に は次 の 事項を記した ｢

投稿葉+ を添えて 下記 に送付す る こ と

栄京都港区新橋 5 - 3 4 - 3 農業土木会館内, 農菓 土 木捜衛研究会

2 r 投稿票+

(》 三菱 題

② 本 文枚数 , 団枚数, 衷枚数, 写真枚数

③ 氏名∫ 勤番先 , 職名

④ 連絡発 ( T E L)

⑤ 別刷希望数

3 1 回の 原宿 の 長 さ は庶則 と して 図, 写真, 表を含め研究会原稿 用 紙(3 0 0 字) 65 枚まで とする ｡

4 原稿 は 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 は 当用漢字, 仮名づか い は

現代仮名 づか い を使用, 荷語 は学会編, 農糞 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 , 図表 は ヨ コ 7 c m X タテ 5 c m 大を3 0 0 字分 と して計算し, それぞれ本文中の そう入個所を欄

外 に指定し, 写真, 図, 表は別 に 添付する｡ (原稿中に 入 れない)

6 政図 の 大きさ は特 に制限 は な い が
,

B 4 判ぐら い ま で が好まし い
｡ 原図 はト レ ー サ

ー が 判断に逮.

ゎな い よう, ほ 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 8

7 文字 は 明確 に書き, 特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 区部の まぎらゎしい もの杜鈴聾で 注記して お くこ と,

た とえば

C
, Ⅹ, 0 , P , S , 抗 Ⅵ 町 Ⅹ′

0 ( オ ー ) と 0 ( ゼ ロ)

ダ( ア
ー

ル) と γ( ガ ン マ
ー )

仰( ダブ リ ュ
ー ) と 山( オ メ ガ)

1( イチ) とZ( エ ル)

五(イ ー ) と e(イ ブ シ ロ ン)

をど

Z の 大文字と小文字

α( ユ ー ) とα( ア ル フ ァ)

ゐ( ケ イ) と光( カ ッ パ)

∬( エ ッ クス) と ズ( カイ)

g( シ ー ) とg( キ ュ
ー )

少( ブイ) と び( ウプ シ ロ ン)

8 分数式は 2 行を い し3 布に とり余裕をもたせ て書く こ と

数字は 一 マ ス に こ 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

ユ0 本文中に 引用した文献は 原典をそ の まま掲げ る場合 は 引用文 に 『
』 を付し引用文耽を

本文中に記載す る ｡ 琴引き の 場合 ほ, 番号を付し､ 末尾に堺著者名 : 東署論文琴熟 練誌名, 巻;

冥 ～

頁 . 年号, 又 は
≠

引用者氏名, 年
･ 号より引用

ク

と 明示する こ-と ｡

1 1 投稀 の採否, 掲載順 は 編集要具会 に 一

任する こ と

コ2 掲載の分 は 席料を呈す ｡

ユ3 判別 は
, 実費を著者 が 負担する ｡
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