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新 潟 県 に お け る湛水防 除 事業 に お け る 排水機場 の

管 理 の 実 態 と課 題 に つ い て

(本文83 真参照)
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吉 良町 に お け るi甚水 防 臨 幸業 実施 地 区 の 管 理

■
(本文18 頁参照)
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水 と土 第6 4 号 報文内容紹介

湛水防除事業 の現状 と課題

斉 藤 健

湛水防除事業の実 施状況と して
, 地区数, 予算 , 制度の 推

移を紹介す るとともに
, 課題と して は

, 維 持管理費問題
,

排

水計算手法, 負担金問題, 最近 の湛水被害の 要 田等をと りあ

げ検討を行 っ た ｡

( 水と土 第64 号 1 98 6 P . 2 )

甲中川地区排水機囁の ポ ンプ設計に つ い て

西 坂 利明 渡辺 祐典

吉村 幸 一 柳井 司

甲中川地 区は
, 熊本県北部に位 置 し , 菊池川左 斯こ 国営事

業として 造成 きれ た横島干拓とその背 後地 を含め た 流域面積

1 178 h a の地域 に つ いて
, 流域 内の開発に 伴 う流出量の 増大,

干潟上昇に よる 排水樋門の 能力低下
,

地盤沈 下等に よ っ て発

生する湛水被害を解消する ため
, 新た に 給排 水量1 8 . 32 m

8

/ s

の ポ ン プを設置するもの で ある ｡ 本 報文は ,
ポ ン プ の 規模 ,

型式を決 め るに あた っ て の 経緯を紹介する も の で ある
｡

( 水と土 第6 4 号 19 86 P . 46)

湛水防除事業の 計画の 作定

斉藤 健 小泉 健

湛水防除事 業の 計画策定に あた り, 受益地 の 取り方, 排 水

計画の 手法, 施設規模の 決定等, 計画の とりまと め に必 要な

方法に つ い て まと めた ｡

( 水と 土 第6 4 号 19 86 P . 12)

ポ ン プの 設計

長尾 陸

士地改良事業 で 造成する ポ ン プ場 に 設置す る ポ ン プ設備

は , その使用方法 が多種多様 で あるた め各種 ポ ン プの 特致を

適確 に 把握 する必要が ある
｡
本稿 は農業用と して 使用 き れ右

ポ ン プ に つ い て ポ ン プ の 概要 , 特 性を中心に まと め
,

ポ ン プ

設備 を計画,

ある ｡

設 計する場合 の 検討事項 に つ い て述 べ た も の で

( 水 と土 第6 4 号 198 6 P . 1 9)

ポ ンプ場上屋の 計画

渡辺 正 夫

ポ ン プ場 の 建設で は , 関連 する各工 事 が同一現場に 集中す

る ｡
こ の 中で

,
上尾 の 計画と して

, 上屋構造, 上屋設備に つ い

て 主要と な る点 に つ い て 記述 を行な っ た ｡ ポ ン プ場上屋 は ,

建築 基準法 , 消防法等法的な 規制も多 い の で
,

建築担 当以外

の 人で もこ れ らの 内容 に つ い て 熟知き れ る こ とが望ま しい と

考 える
｡

( 水と土 第6 4 号 19 郎 P . 3 2)

囲い 矢板方 式に よる浮基礎 三法 に つ い て

吉 田 瑞穂 伊藤敏夫 河 野喬
一

地盤沈下地帯 の 排水機場 の 基礎に 支持杭工 法を施工 する

と. 抜上が り現象が生 じて 問題が起 るた め
, 愛知県の 尾張地

方で は
, 地盤沈下に 連動が可能 な囲 い 矢板方式に よる 浮基礎

工法 を採 用し て い る
｡ そこ で

,
こ の工 法に よ る施工 後の 機場

の実態 を調査 し, 検討 した 結果の 概要 を報告す る
｡

( 水と土 第6 4 号 19 8 6 P
.
5 2)

排水機鳩 の集中営理シ ス テ ム に つ い て

( 湛水防除事業川 内川地区で の 設計例)

徳 永二 六 書嶺彰二 竹之内輝 博

川内川流域に は 多数の 排水機場 があり
.

異常 時緊急時 の 的

確 な 処理を行うた め に は , か な り の 技 術力 の ある要 員を多数

広範囲に 配置する 必要があり
, 維 持管理に 非常 に 苦慮 して い

る ｡ この た め , 今回全国に先駆 け て集 中管理 方式を実施 する

に あたり,
これ まで 検討 して きた 最適 ソ フ ト及びノ ､ - ドに つ

い て 報告する もの で ある ｡

(水 と土 第64 号 198 6 P
. 5 9)

吉 良町 に お ける 湛水防除事業 により設置され

た施設 の 維持 管理 に つ い て

浅井 勉

愛知県の 南部中央に 位置する吉良町 は
, 低 地帯が多くた び

た び湛水被害に 見舞われ て来 たが, 昭和4 0 年代 より湛水防除

事業が着手 きれ , 排水施設が完備 され た
｡

こ れ らの 施設は現

在, 吉良町及び 地元改良区が共同で 管理 して お り
,

こ の管理

方法を紹介す る
｡

( 水と 土 第64 号 198 6 P . 75)

湛水防除事業 ｢ 中浜 田地区+ の水計井手法に

つ い て

宗像四 郎 松 本紳 治 末 永 博

排水解析を行な うに あた っ て は
,

地 区の 排水慣 行及び排 水

系統を い か中こ解析上合理的に 表現出来る か が重要とな る
｡ 湛

水防除事業中浜 田地区の 計画を事例と して
,

数理 モ デ ル を構

成 し , 各種 計算法を組 み 合せ て 一 連の 排 水機構を電 算を用 い

て 表現き せ る 手法を紹 介する もの で ある
｡

( 水 と土 第64 号 1 98 6 P . 3 6)

新潟県に お け る 湛水 防除事業等 に よ る排水機

蟻の 管理の 実態 と課 題に つ い て

官本 宏

新潟県に お い て 建設 され た 湛水防除事業に よる 排水機場に

つ い て
,

その 管理 の 実態と課題に つ い て 論述 した
｡ 特に

,
建

設後 の 維持管理を十分配慮 した 施設計画 の 重要性を強調する

とともに
,

ます ます高度化す る土地改良施設 の 維持補修に か

かわ る事業制度 の 拡充と助成を強く要望 して い る
｡

( 水 と土 第64 号 19 朗 P . 83)

‾ 1
‾ 水と土 第64 号 19 8 6



【巻 頭 文】

よ り 住 み よ い 国 土 に

山 瀬 俊
一

*

日本 は 四 季の 変化 に 恵 ま れ ま た , 地 形は 複滞急峻で . その 眺 め はす は ら しく, 世界 で も 有 数の 美 しい 国と い わ れ

て い ます が
,

そ の 国土 は ア ジ ア モ ン ス
ー

ン 地帯 に 属 し, また 環太平洋地 震地帯 に 位置 して い るた め , 梅 雨 前線 ･ 台風

に よ る 風水害, 地 象 津波, 火山活動等各種の 災害が 毎年の 如く 発生 しま す｡
そ の た め

, 近年の 農業を と りま く厳 し

い 諸状 勢に 対 処する た め の 農業生産 の 再編成 をほ じめ とす る諸施策の うち 特に 不 可 欠な 生産基盤の 整備が 鋭意進め ら

れ て い ま すが ,
こ れ ら農地, 農業用 施設 に も多大な 被害が 生 じて い ま す｡

わ が 国でほ
, 狭 い 国土が 集 中的 に 生産 ･ 生活の 場 と して 高密度 に 利用 され , 資産 の 蓄積が な され て い る た め

,

一

旦

災害が 発生す る と甚大 な被害 を受け ます｡
昭 和60 年に お い ても 農地 ･ 農業 用施設等 の 被害額 は 約 1 , 6 0 0 億 円に も 達 し

て い ます｡ 自然 の 猛威か ら災害を 完全 に 防止する こ と は , 極め て 困 難な こ と で は あ ります が
, 災害を 未然 に 防止 し, あ

るい は 被害を 最小限 に と ど め るた め に は
,

日頃か ら災害に 対 して 十分 な備 えを してお く不 断の 努力が 肝要で あ ります ｡

ま た
, 自然災害 の ほ か

, 高度経済成長期 に 日本経済社会の 急激 な発展 が もた ら した 人 為的災害は
, 農業 や 農村に も

及び, 農業用 水の 家庭雑排水 に よ る汚濁, 島地の カ ド ミ ウ ム 等量 金属に よ る 汚染, ある い は 地下水 等 の 過剰な 汲上 げ

に 伴う 地盤沈下 に よ る農地, 農業用施設の 機能低下な ど営農上種 々 の 問題 を引き起 こ して い ま す｡

災害 を 未然に 防止 し
, 又 ほ 防除す る ため に は

, 災害の 原因, 形態, 被災対象物に 応 じた適切 な 対策 が 必要で あ りま

す｡
こ の た め 農地 防災事業 は,

■
洪水対策, 農業用施設の 保全対策, 農地の 保全対策, 高潮 ･ 津波等の 対策 , 公害対策

に 区分 され , 農地や 農業用施設の 受 ける 災害 の 態 様に 応 じて 必 要 な対策 が 講 じられ る よ う 事業制度が 整備 され て きて

い ます｡

ま た , 農地 防災事業 は, 農地や 農業用 施設の 保全 に と どま らず, 農村環境の 改善,

一 般公共 施設 お よ び 国土の 保全

に も 大きな 役割を果 たす公 共性 の きわ め て 高 い 事業 で あ りま す｡
こ の た め

, 事業の 実施に あた っ て は , 他の 事業 に 比

して 地 元負担 を 軽減す る な どの 配慮 も な され て い ます｡

農地 ･ 農業用 施設 に 対す る投資は 有史以来営 々 と 行な わ れて きて お り, 農地資本 ス ト ッ ク は
,

1 1 0 兆円を 超 え る膨

大な もの とな っ て い ま すが
, 安定 した 農業生産 を営 むた め に は , 農地, 水源施設, 用排水路, 用排水機場等の 各施設

が
, そ れ ぞれ の 機能を 常に 十分 に 発揮 して い なけれ ば な り ませ ん

｡
こ れ ら 農地 ･ 施設等の 機 能確保 に つ い て

, 農地防

災事業ほ 基幹的な 役割 りを 果 して きま した が
, そ の 現状 は残念な が ら

, 予算等 の 制約 の た め
, 後追 い 的事業 と な っ て

お りま す｡ 今後は
, 施設及び 投資の 効率的利 用

, 実 施を 図る必 要が あり ますが
, そ の た め に ほ , 行政面で 制度 の

一

層

の 充実 と予 算の 確保 に 努め ると と もに
,

地 元 に お い て も 関係者 が地域 の 立地条件 の 変 化 施設 の 老朽化 の 程度等 を常

日頃か ら的確に 把握 し, 災害 を 受ける 前に 防止対 策を講 じるな ど 防災体制 の 強化を 進め て い く こ とが 不 可欠 と 考 え ら

れ ます
｡

さて
, 今回 特集の 湛 水防除事業 は, 農地 防災事 業の 一 環 と して

, 昭和37 年度 に 創設 され ま した が , そ の 背景 に は 昭

和30 年代か らの 高度経済成長 に よ る 流域内で の 開発行為 の 増加 , 地 盤沈下等立 地条件の 変化が 急激に 進 んだ こ とに よ

り, 洪水時の 湛水被害が 広範陽 に 及ん で きた こ と が
,

まず あげ られ ます｡
また , 河川上流域 の 開発 の 進展に 伴 い 外水

位が 上 昇 して , 自然排永 が 可 能 で あ っ た 地 域が ポ ン プ排 水に 頼 ら ざるを 得な くな っ て きた 地域も多くあ ります｡

こ れ らの 地域を 対象 と して 湛水防除事業を 実施 し大きな 効果 を 上 げて い ます が
, な お経年的 に み る と 湛 水被害 ほ依

然 と して 減少 せ ず,
田畑の 洪水に よ る冠 水面 積は

, 昭和56 年約35 万h o
, 昭和58 年 に は 約61 万b αと む しろ増加の 債 向に

あり, 全国的 に 農地の 洪水対策が 急が れ る状況と な っ て い ます｡ 特 に 最近 の 傾 向と して
, 水 田転作 の 定着 化 畑作振

興の 観点か ら, 農地 の 洪水対策の 強化の 要望が 強く な っ て い ます｡

こ の た め昭和56 年度 に は
, 水 田転作促進の た め

, 特別枠の 設置,
5 8 年度に は 石狩 川流域 で の 大水害 に 対応 し

, 北海

道で の 事業 化 59 年度 に ほ 防災体制 を 広域的 に 強化す るた め
, 排 水施設 の

一

元管理の 制度化 な ど , 制度面 の 強化 を図

っ て きて お りま すが
, 今後 と も状況 の 変化 に 対応 し, 制度 の 拡充を 検討 して 参 りた い と考 え て い ます｡

最後 に
, 最近ほ 異常気象が 各地で 頻発 し, 被害が 多様化且 つ 広域化 して い る こ と尊か ら, 対策計画の 策定 に あた っ

ては ,
上 棟域で の 防災 ダ ム

,
あるい は た め 池の 嵩上 げ, さ らに 下流域 で の 湛 水防除事業 な ど , 総合的 に 検討す る必 要

性が 高 ま っ て きて い ます｡
こ れ らの 動向を 跨ま え

,
地域 の 発展 の た め 積極的 な 対策 を講 じて

, 住 み よ い
, 録の 国土の

保全 に 資す るた め , 関係老の 一 層の 御甚力を 期待 して 止み ま せ ん
｡

一
掃造改善局建設部防災課長
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【報 文】

湛水防除事業 の 現状 と課昏
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1 . 湛水防除事業 の 目的と 役割
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2 . 湛水防除事業 の 沿革･ ･ ‥ ‥ ･ ･ ‥ ‥ ‥ … … ･ = … 4

1 . 湛水防除事業の 目的 と役割

我 が 国は
,

台風期や 梅雨 期 に は毎年の よ うに 大きな水

害 に 見舞わ れ 農地, 農業用施設 をは じめ 公共施設等 に

も多大 の 被害を 被 っ て い る｡ こ の た め
, 洪水調節用 の ダ

ム の 建設, 河川 の 改修, 排水路や 排水壊場等の 排水施設
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6

の 整備が 推進 され て い る が , な お 毎年相 当の 被害 を 受け

て い るの が 実情 で あ り, 災害 復旧 対策が 必 要と され て い

る
｡

こ れ は , 従前, そ の 地域の 排水 に 適応 した 施設の 整

備が なされて い た と して も,
地域の 立地条件 の 変化 に よ

り, 排水量が 増加 した り
, 自然排水が 不 能 に なるな ど排
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水条 件が悪 化す る こ とも 一

因 とな っ て い る
｡
した が っ て

.

水害を 防除す るた め に ほ絶 えず立 地条件 の 変化i こ留意 し

排水 施設等の 再整備に 心 が けて おく必要 が ある
｡

湛水防除事業ほ
,

こ の よ う な 立地 条件 の 変化 に よ り排

水条件の 悪化 した 地 域を対 象と して
, 排水機, 排水樋門,

排水路等の 再整備を 図 る事業 で あり, 湛水被害 の 発生を

未然に 防止 し
, 農業生産 の 維持 お よ び 農業経営 の 安定を

図 り
, 併せ て 国土 の 保全に 資す る こ とを 目的と して い

る
｡

農地 の 湛水を排除 も しく は防除す る事業 に は
,

他に も

各種 の 事業 が あり
, 大別す る と応急的な対策と恒 久的 な

対策 と に 分 けられ る
｡

応急的 な対策 と してほ
, 異常降雨 等 に よ り農地 に 湛水

が生 じ 農作物の 生産に 大きな 支障を 及ぼす恐れ が ある

場合 な どに , 土地改良区等が 実施す る湛 水排除事業 が あ

る｡
こ れi こ対 して は

, 湛水の 規模が 大きい 場合 の み 国庫

補助 され る制度が 設け られ てい る
｡

恒 久的 な対策 と して ほ
, 防災対策と して の 湛 水防除事

業の ほ か に , 直接又 は 間接的に 湛水の 防除が 可能 と な る

事業 と して
,

かん が い 排水事業,
ほ 場整 備事業, 土地 改

良 総合整備車業等が ある
｡

こ れ らの 事業は
, 湛水防除事

業と ほ 異な り
, 土 地利 用の 安定性 の 増大 と高度化, 汎用

化 農地の 生産力の 向 上 農作業労働環境 の 改善等を 目

的と して 実施す るもの で あ り
,

これ らの 一

環 と して 排水

改良を 実施す るも の で ある
｡

湛 水防除事 業は,
こ れ ら の 事業 と の 間 に は 異な る点が

あり
,

こ れ が い わ ば 防災事業 と して の 役割を きわ だ た せ

るもの と な っ て い る
｡ その 主 な もの を掲げ る と次の とお

りで あ る
｡

(D 実施地域

本事業ほ , 過去 に お い て土 地 改良車菜等に よ っ て排水

施設が 整備 され て い た もの が
, そ の 後 の 立地条件 の 変化

に よ り農地, 農業用施設等 に 湛水被害を生 ずる こ と と な

っ た 地 域に お い て 実施す るもの で あ り, 従来 か ら の 排水

不 良地 域や 老朽化 した 施設の 更新を事 業の 目的とす る よ

うな 地 域ほ , 原則と して 本事業の 対 象とは な ら な い
｡

こ こ で
,
｢ 立 地 条件 の 変化+ と は , 流域 の 開発, 宅地 化,

河川改修等 に 伴 う外水位の 上 昇, 流出量 の 増 大,
地盤沈

下等, 農業者の 真に 帰する こ と の で きな い 他動的要因で

あ っ て
,

こ れ らに 起因 して 農地 の 排水 条件 を悪化 させ て

い る現象を い い
, 地域 の 状況 に よ っ て 複雑多岐 に わ た っ

て い る ｡
こ れ を 図示すれ ば , 図- 4 の とお りで あ る｡

② 隻傭水準 の考え方

本事 業は, 農地の 保全上 必 要 な排水対策で あるた め ,

原則と して 従前 の 排水 計画の 整備水 準 に ま で 回 復す る こ

と と して い る｡ な お , 水 田利用再編対策が 強力に 推進 さ

れ 水 田 の 汎用化が 要請 され て い る こ と か ら
, 湛水防除事

業 を計画 す る場合 忙 あ っ て ほ
,

地 域の 排水改良の 将 来計

排7k 河川の流況変化

河 川 改 修

( 洪水到達時間の短縮)

塙水位持続時間の増加)

(洪水位､ 洪7k 量の勢化)

河 床 上 昇

河 口 閉 塞

干 潟 上 昇

二二二l二
排 水 能力 の 低 下

( 自然排水 の不能) i
( 揚 程 の 不 足) 】

流 域 内 の 変 化

流 域 面積 の 増加

流 域 内 の 開 発

(都 市化の 発展)

( 地 目 の 変更)

(法 域 の 変更)

L _

-

■

■

一

-

′

+
一

ー

+

地 域 内 の 変 化

地 盤 沈 下

地 域 内 の 開 発

( 地 目 の 変 更) l

(混住化の進展)
l

l

_ _ _
+

流出率, 流出量の増加

速 水 地 の 減 少

湛 水 面積 の 増加

( 排水路 断面の 不 足)

(排水樋門断面の不足)

i ( 排水機能力の 不足)

湛 水 防 除 事 業

_ _ _ _
_ l

園- 1 湛水被害誘発要因

画等 に も十分配慮す る と とも に
, 湛水防除事業と 同時に

地域 の 排水条件 の 大幅 な改 良を 行 う必 要の あ る場合に

ほ, 他の 排水 改良事業 と の 共 同工 事 と して 実施す る こ と

も検討す る必 要 が ある｡

③ 経暮の 負担および推持管理

本事 業は
,

立地条件 の 変化 に 対処す るも の で あ り,
こ

れ らは
, 受益農民の 真に 帰す る こ と の でき な い 他動的な

要田に よ る もの で あ る こ と か ら
,

一

般 の 排水改 良事業 よ

り高率の 国庫補助率が 適用さ れ て い る ほか , 国の 補助金

を除 い た経費 の 残析 に つ い ては
, 原則と して都道府 県,

市町 等地方公共団体の 費用を も っ て充 当す る こ と と して

い る ｡

また , 同様 の 理 由か ら
, 事業完了後 の 施設 の 維持管理

に つ い て も地方 公共団体が 当た るも の と して い るな ど
,

よ り公 共性の 高い 事業 と して の 役割 を有 して い る｡

⑥ 事業 の効 果

本事 業の 効果 は, 基準降雨 が あ っ た 場合 に 防止 し得 る

湛水被害額を も っ て こ れ に 当て る こ と 紅 して お り , 農地
,

農業 用施設 や農作物 の 湛水被害 の み な らず,
公共施設,

宅地等 の 被害額も こ れ に 含め て 算定す る こ と と して い
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る
｡

こ れは
,

本事 業が
, 農 業専用 の 排水 とい う よ りむ し

ろ 地域 排水と して の 性格 を持 っ て い る こ と を示 すもの で

あ り,
上記③ の 取扱 い とす る

一

因と もな っ て い る｡

2 . 湛水防除事業の 沿革

先に も述 べ た よ う に
, 島 地に 湛水が 生 じて

, 農作物 に

湛 水被害 が発生す る恐れ の ある場合, 土 地改良区等に お

い て応急 ポ ン プ に よ る排水措置や 排水 路の 局部開削, 排

水路 の 新設, 堤防 の 嵩上 げ, 樋門の 改築等の 応急工 事が

実施 され , 農作物 の 湛水被害を 最小限に 抑え る努 力が 払

わ れ る ｡
こ れ らを 応急の 湛水 排除事業 と総称す るが , 湛

水 の 規模が 大きく, 農作物の 生産 に 重大 な支睡を及 ぼす

恐れ が あるも の に つ い て ほ , ｢ 激甚法+ また は ｢ 暫定法+

の 規定 に よ り国庫補助 の 対象と され る制度が 設け られ て

い る
｡

こ の よ う な応急 の 湛水排除 事業が 繰返 し実 施され る よ

う な地域 に つ い て は , 経済性と 民生安定 の 見地か らは
,

一 歩進め た 恒久対策を 講 じる こ と が 望ま しい
｡ 湛水 防除

事業 は,
こ の よ うな 地域の うち

,
立 地 条件 の 変化 に よ り

排水条件が 悪化 した 地 域を 対象と して 排水 施設 の 整備 を

表- 1 湛水 防除事業の 実 施状況
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行 う事業 で あり, 昭和37 年度に 創設 さ れた もの で ある｡

そ の 後, 昭和42 年度 に は 離島, 昭和58 年度に ほ北海道

に お い て事 業が 開始 され て い る
｡

ま た
, 昭和59 年度 に お い て は

, 従前か ら実施 して きた

｢ 排水施設整備工事+ に 加 え て
, 新た に 同 一 の 排水 河川

に 係 る地域で あ るな ど, 排水施設 の 一

元 管理 が 必 要な 地

域 に お い て 排水 管理 施設 の 整 備を単独 で実施す る こ との

でき る ｢ 排水管理 施設整 備工 事+ が追 加され て い る｡

こ れ は
, 従来, 湛水防除事 業 ( 排水施設整備工 事) は

相互 に 相 当の 関連を 有す る地域で あ っ て も, 各排水流域

ごと に 個別の 計画を 立 て て 実施 され て い た傾 向が あり
,

排水施設群 を
一 元的 に 管理 す る こ と が 必要 で あ っ て も ,

こ れ に 必 要 な施設の 整備を 実施 で きな か っ た こ と か ら,

こ れ を補 完す る ため に 創設 され た もの で あ る｡

3 . 湛水防除事業の 現状

( り 地区採択 の推移

湛水防除事業は 昭和37 年度 に 事業 が創設 され て 以来,

6 0 年度 まで652 地 区が採 択 され て きた
｡ 年平均 で み ると27

地 区程度 とな る｡ 年度別内訳を示す と表- 1 の よ う に な

る ｡ 地 区数は 年 々 増加 の 憤 向に あ っ た が , 最近 は 230 地

区前後 で はば 横ば い に な っ て い る｡ 地域 に つ い て の 数値

は 示 して い な い が
, 当初 ほ 大都市近郊や 地 盤沈下 地 帯等

に 集 中 して い た が
, そ の 後, 地方都市に も 広が り, 今 で

ほ
, 平 地農村 に まで 事業を 実施 して い る

｡
こ れ は

, 全 国

的に 流域 開発が進 んだ こ とや , 河川の 河床上 昇及び排 水

能力の 相対的低下等 に よ り , 湛水 被害が 広域化 して い る

こ と に 起因 して い る と考 え られ る｡

一

方 , 新規地 区の 総事業 費は, 昭和40 年代前半で は お

お よそ 1 地区 あた り1 億 5 千万門前後 で土木総合 デ フ レ

タ ー

を 4 . 0 とす ると 現在の 総事業費に 換 算す る と 6 億 円

と な る
｡

また 最近で は 7 億か ら 8 億程度と な っ て い る
｡

従 っ て物価上 昇を 考慮すれ は , そ う大きな変化 は な い と

言える が最近 の 傾 向ほ 新潟県の 落掘州地区, 亀 田郷地 区

や長野県 の 長野平地区に み られ るよ うに 総事 業費が50 億

以 上 に も及ぷ 大きな 地 区が 生 まれ て きて い る｡

ま た
, 事業 費の 伸び を み る と地 区数 に 比例す るか た ち

で 推移 して お り
, 最近ほ 国家財政の ひ っ 迫に よ る補助率

カ ッ ト 等の 影響 を う けて 横 ば い の 傾向 に あ る
｡

土地改良長期計画 と の 対比

湛水防除事業を は じめ とす る農地防災事業 に つ い て

は . 昭和54 年に ｢ 長期要 防災事業量調査+ を 実施 して お

り,
こ れ が 第3 次土地改良長期計 酎 こ反映 され てい る｡

こ の 内容を み ると
,

長期要防災事業量 750 地区

こ の う ち緊急性の あ る量 530 地区

54 ～ 6 0 年度 に 採択 され た 地区数 227 地 区

計画 期間 内の 要整備量 303 地区 と な る
｡

こ の 30 3 地 区を67 年 ま で に 事業 を行 うと すれ は ,
4 3 地

区/ 年程度採択 して い く必 要 が あり
, 事業量の 拡大が 望ま

れ て い る と こ ろで あ る
｡

( 2 ) 特別枠 に つ いて

湛水 防除事業の 特別枠 は
,

水 田 利用再 編対策 に 資す る

た め 排水対策特別事業の
一

環と して 昭和54 年度 に 認 め ら

れ 54 年度 か ら56 年度の 3 ケ 年間 に6 7 地 区を採択 し
,

5 7

年度か ら60 年度 に は 56 年度か ら59 年度に 採択 した地 区の

うち 特別枠 の 要件 に 見合 っ た 20 地 区を
一 般枠 か ら特別枠

に 振替え て実 施 して い る｡

特別枠は 水田利 用再編 に 関係 して 早急に 排水対策を実

施す る必 要が あ る こ と か ら
一 般枠地区 に 較 べ て 工 期が

1
/2

～
2
/詫と短縮 され るよ う配 慮され て い る ｡ な お 補助率 に つ

い てほ
一

般枠 と同様 に な っ て い る
｡

特 別枠 の 実施状況は 表- 2 の と お りで あるが
, 地 区の

選定条件 と してほ , 昭和54 年3 月26 日 付け防災課長名の

事務連絡文書 に ある とお りで あ り, 特 別枠 で実施す る地

区は 原則と して次 の 要件を 満すもの と して い る
｡

表- 2 特別枠の 実 施状況

施
教区

実
地

度年 年度事業費 l 国 責

0245

55

5
,
0 0 6

,
8 1 1 3 ,

00 0
,
0 0 0

2 2 1 6
,
0 3 7

,
5 9 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0

5 6 1 2 5 】 7 , 0 6 4 , 81 0 4
,
20 0

,
0 0 0

5 7 】 (0) 1 7
,
6 19

,
00 0

5 8

59

4
,
5 3 6 ,

0 0 0

( 0) 1 8
,
0 5 8

,
10 0 4 , 8 0 0 , 0 0 0

(9 ) 8 ,
0 8 0 ,

3 1 0 4
,
8 0 0

,
0 0 0

6 0 1 ( 1 1) 8 , 5 4 3 , 0 0 0 4
,
7 0 0

,
0 0 0

( ) は 振替地 区数

1 . 都道府県営排水対策特 別事業 の 対象地域 と同様

の 条件下 に あり,
か つ

, 湛 水防除事業 の 要件を 満すも

の で あ っ て
, 農用地の 保全, 転作の 推進 及び 定着を 図

るた め早急 に 事業を 実施 した い 旨の 要請 の ある こ と｡

2 . 事業実施上 必 要な 態勢が 整い
, 初 年度 よ り事業

に 着 手す る こ とが 可能な こ と
｡

3 . 関係市町村 に おけ る事業採択年度の 前年度の 転

作達成率が100 % 以上 で ある こ と, 又 は 本事業の 実施に

ょ り転作達成率が 100 % 以上 に な る こ と が 確実で あ る

こ と
｡

( 3 ) 湛水防除事業 に係 る地方負担制度 に つ い て

湛水 防除事業 をは じめ 農地防災事業の 多くほ , 地方負

担 金に つ い て多くの 制度が 認め られ て お り, その 具体的

内容を示す と次 の とお りで あ る
｡
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総 事 業 費

国

l 臨

l
時
財

; 琵
l 債

地 方債

基準 財政 需 要額

へ 算入

(普通 交付 税)

地

方
債
(

調
整
分

)

受
益

者
負
担

補 助 率
カ ッ ト に

国の負担

6 0
～ 5 0 %

伴う特例債

園 -

5 負

(丑. 総事 業費に 対す る負担概要

湛水防除事業は 図- 5 に ある よ う に
, 受益者負担は ほ

と ん ど の 地 区で 徴収 して い な い わで, 実質的 に は
, 国 と

県及び 市町村の 負担に よ り実施 して い る｡ 地 方公共団体

の 負担は 大きく わ けて, 3 種類 と な る
｡

( i ) 地 方債･ 一 本事業 に お い て は , 昭和60 年度 で都道

府県営 の 場合40 % で ある
｡

(2)湛水 防
除

都道府県
お お む ね

40 %

市町 村分
お お む ね

80 %

｢ 地 方債 の 手引 ( S 6 0 年度) p . 5 4 よ り+

な お ,
こ の 地 方債に つ い て は

, 償還条件 に お い て 次の

よ う な特例か認め られ て い る
｡

7 た ん 水防
除事業 に 要
す る経費 の

財源 に 充 て

るた め 借 り

入 れ た 地 方
債の 元利償
還金が あ る

こ と｡

土 地改 良法 (昭和24 年法律第 195 号)

第 12 6 条 わ規定 に よ り 国 の 補助金 を受け

て施行す るた ん水 防除事業 に 要す る経費

の 財源 に 充 て るた め借 り入 れ た 地方債の

当該年度 に お け る元 利償還金 ( 当該年度

の 基準財政需要額 の 算定の 基礎と な っ た

もの を 除 く
｡) の 額に 0 . 5 7 を 乗 じて 得た額

とす る
｡

こ の 制度は , 市町村の 負担分 に つ い て の み 認 め られ て

お り , 1 2月 分の 算定の 中 に特 別交付税と して加 算 され る｡

( ii ) 基準財政需要額 の 算入

こ れ は
, 普通交付税 の 中で

, 他の 土 地 改良 と 同様 に 投

資的経 費と して 算入 され て い る ｡

(iii ) 地方債 (調整分)

こ れ ほ, 地 方債 の 起債充 当率等 の 減 に よ り不 足に な っ

た 分 に つ い て
, あて られ るもの で ある

｡

地 方公共 団体の負 担

起債充当率

4 0 %

担 概 要

湛水防除 事業は

ほ とん ど な い
｡

( 吋) そ の 他

現在, 自治省 に 対 し, ( i ) に 示 した地方債の 元利償還

金 の57 % 補給に つ い て は
, 市 町村分 の み で なく

, 県負担

分 に つ い て も同様の 措置がと れ る よ う要求 して い る状況

で ある｡

ヰ. 湛水防除事業の 課題

( り 維持 管理問題

湛水防除事業 に よ り実施 してきた 地区は 3 に 示 した よ

う に65 2 地 区を 数え て お り
, 完 了 した 地区 も相当数 に わ た

っ て い る
｡

こ の 完了地 区が 増大す る に つ れ て 社会資本と

して の 排水 施設の 維持管理 問題が 発生 して きて い る
｡

特に 低 平地で 湛水 防除事業 に よ る地区が 何 ケ 所も存在

して い るよ う な 市町村 は
, 年 々 増大す る維持管理 費の 負

担が 大きな課題 と な っ て い る
｡ 表- 3 は 昭和6 0 年4 月 時

点の 完了地 区に つ い て 主 に59 年度 に 用 した 経費の 内訳 及

び そ の 負担割合 を示 した も の であ る
｡ 調査地区は 全体 で

36 7 地区で あ るが
,

これ は
, 湛水防除事業を 2 度,

3 度と

同
一

の 地区で実 施 して い る地区が あ るた め こ の よ う な 地

区数と な っ て い る
｡ 管理 主 体を み ると

, 市町 村管理 が333

地 区で 全体 の 9 割 で あり残 り 1 割が 土地改良区等地元 管

理 と な っ て い る
｡

ま たそ の 負担状況に つ い て み れ ば
,

1 9

% が県,
6 6 . 7 % が市町 村,

土 地改良区等地元 が14 . 3 % と

な っ て い る
｡ また

,
1 地 区平均 負担額 で は2

,
8 3 6 千 円/ 年

間か か っ て い る こ とに な るが
, 最大は30

,
0 0 0 千 円か ら最

小200 千円 まで 負担額の 差が 大きい ｡

さ らむこ
, 年間管理 費の 支出内訳は

, 平均的 に み れ ば主

動 力費が43 % , 潤滑油そ の 他補修費が16 % , 人件 費, 労

務費が41 % とな っ て い る
｡

( 2 ) 遊水池の 規模に つ い て

湛水 防除事業を ほ じめ と して
, 排 水機場 を設置す る事

業は 多種 に わ た っ て い る｡ こ の 排水幾場 の 遊水池 に つ い

て は
, 現在設計基準 ( ポ ン プ場) で は次 の よ うに 規定 し

て い る
｡

ー
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表- ‡ 完了地 区の 維持管理 費 60 . 4 調査

流域面 積

( 受益面 積)

( 血)

総事業費

( 百万 円)

地区数局 名

東 北

管理 主体 の 内訳 ( 地 区数)

市町 村

20

県

0

地 元

5

年間管理 費支 出 (千円)

県 l 市町 村 l 地 元

排水量

( ぷ/ s)

52 7
･
3 5 51 詣……冨)

11
,
6 5 9 1 21

,
50 9 1 11

,
9 2 4 1 1 0 8

関 東 07 3 8
,
6 5 2

11 3
,
8 9 9

(1 8
,
3 4 2)

7 0 1 8 . 1 4 4 1 2 9 ,
1 9 1 1 2 3 ,

7 4 8 5 9 5

陸ヒ
+
+
｢

52 9257
2 1

,
3 2 0

( 6
,
3 9 7)

O 1 2 2 797
ハ

q 2374297352 9 2

131海東 90655
1 1 6 , 7 2 9

( 4 2 , 87 5)
1 0 7 1 2 4 662214仇51 5 7 5 1 7 5

,
6 6 1 1 9 8 0

41畿近 7962
1 0

,
8 9 8

( 2 , 9 6 7)
1 4 1 0

○
ロ80150

06氏4036 75

中四 国 76 74212
6 1

,
0 3 1

( 1 5
,
8 7 0)

2560 4
(

04541954乳 3922 114

州九 53 36032
4 3

,
1 1 8

( 1 2
,
9 0 9)

53 O 1 9 0 4 1 5 9 , 1 3 0 5049 3 6 8

計 763 651 1 5 2
3 9 7

,
6 8 4

( 1 0 3 , 6 1 6)
3 3 3 3 4 1 9 8

,
0 0 5 1 6 9 3

,
9 5 3 1 4 8

,
8 51 2 , 61 1

( 1 9 . 0 % ) f ( 6 6 . 7 % ) (1 4 . 3 % )

1 地 区平均 流 域

受 益

年間管理 費

1 ,
0 8 4 血

2 8 2l氾

2
,
8 3 6 千円

( 全体 1 , 0 4 0 , 8 0 9 千 円)

｢ 完了後の 施設の 維 持管理 に は, 都道府県, 市町 村

等地 方公 共 団体が あ た る もの と する+ と実施 要綱 に は

示 して ある｡

｢遊 水 池+

排水ポ ン プ場 付近 の 幹線排 水路 の 末端 に 遊水池を 設

机 排水 路 の 流 出量 と ポ ン プ排水 量 の ギ ャ ッ
プを な く

し
, 水 位変動 を小 さ くす る こ と に よ り , 水位 変動に よ

る 断続運 転が解消 され ポ ン プ運転効率が 高く な る｡

特に 低 平地 で は幹線排 水路 が長大 に な る こ と が 多い

た め
, 遊 水池 を設置す る こ と が望 ま しい

｡

ま た
,

設計基準 ( 排水) で は次 の ようF こな っ て い る
｡

｢ 遊水池+

水路の 途中 に 広い 水 面積を も つ 遊 水池 を設 け て 排水

口 で の 洪水の ピ ー クを 緩和す る こ と が ある
｡

また 排水

口付近 に 設け て排水 ポ ン プの 運転を 容易に す る こ と も

あ る
｡

また 地 区内の 地 形に よ っ て ほ 既存 の 池 な ど を ( 時 に

は 堤防 で 補強 して) 用 い る場 合も ある｡

こ の よ う に
, 遊水池の 必 要性, 適正 な 規模等 に つ い て

ほ , 洪 水の 流 出形態, 地形条件等複雑な 要素が か らむ た

め 明確 な規定 が な され て い な い 状況 に あ る
｡

その た め
, 湛水防除事業 では

, 遊水池を 設け る場 合は

年間管理 費の 支出内訳

( 1) 電気料及び 燃料費 43 %

( 主動力費)

( 2) 潤 滑油そ の 他 16 %
( 補修 費)

(3) 人 件費 ･ 労務費 41 %

計10 0 %

｢ そ の 大き さ を ポ ン プ 1 台当 りの 容量の 2 ～ 3 分 間程度

の 貯水能 力を有す る規模+ と経験的な 見地か ら概略 を定

め て い るが , 凍場に お い て は ,

(カ 今 まで な か っ た と こ ろ に , 新設 の 機場 を設け る場

ノゝ

仁l

(イ) 既設の 機場に ポ ン プを 増設 する場合

㈹ 既 設 の 機場の 遊水池を 共 有す るか た ち で機場 を新

設す る場合

等の さ ま ざま な ケ ース が あり, 統
一

的基準が な さ れ て

い な い 実状 に ある
｡ 従 っ て

, 遊水池の 必 要性, 適 正 な規

模に つ い て
, 今後調査研究 し,

一

定の 基準を 設ける こ と

が 必 要に な っ て い る
｡

( 3 ) 排 水計井手 法に つ い て

湛 水防除事業 をは じめ 排水 事業は , 国営, 県営 を 問わ

ずます ます そ の ウ ェ イ トが 高 ま っ て きて い る
｡

こ の 排水

事業を 計画す る場 合, 現在は
,

土 地 改良事業計画設計基

準 ｢ 計画排水+ を 基本と して 策定す る こ と と な っ て い

る ｡

こ の 排水計画は 次の フ ロ ー

に よ り行わ れ て い る ｡

① 計画降雨 量の 決定
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② 有効雨 量の 算定

③ 降雨 流出の 計算

④ 外水位の 条件設定

⑤ 排水解 析

⑥ 施設 規模の 決定

こ の 中 で 最も重 要な の が 降雨 の 流出計算 で あ るが
,

こ

れ に は
, 単位図法, 貯留関 数法,

タ ソ ク モ デ ル 法, 雨 水

流法, 混成特性曲線法等 多種多様 な手法が あ るが, 地区

に よ っ て は
,

ポ ン プ運転 の 初期 に おい て 水が つ い て こ な

い 等の 問題が 生 じて い る と こ ろや , 施設規模を もう少 し

変え る こ と で よ り効率的 な施設 とな るもの 等問題が生 じ

て い ると こ ろ もある
｡

こ れ ほ , 外水位等 の データ 不 足

や
, 解 析方法 に 問題が ある と考 え られ て い る

｡
農業土 木

試験場 で ほ
,

こ う した 問 題 に 対応す るた め
, 数理 モ デ ル

シ ミ
ュ

レ ー

シ ョ
ソ と い う手法を 用 い て 解 析を行 っ て い る

が,
こ う した 手法 を基本 に

,
よ り現実的な解 析手法 を確

立 して い く必 要が あろ う｡

( り 総 合的な排水 対策の 確立

我 々 は, 現代の 生活感覚 と して ｢流す+ と い う発想 を

無意識 の う ちに 持 っ て い るの で ほ な い だ ろ うか ｡ 水道の

蛇 口 か ら排水 口 へ
, 雨 樋か ら道路 の 側溝 へ

, 水 田排水路

か ら河川 へ
… …

な ど水は 流すもの だ と い う 思い 込み が あ

る
｡

こ う した 発想 か らの 湛 水や洪 水 対策 は , 排水 を良く

さ えすれ ば よ い とい う発想も必 然的に 生 まれ て く る ｡ し

か し,
こ の よ うな 発想は

一 面的 な 見方 で ある に 過 ぎな い
｡

洪水 時 に お け る対策に は
, ①流 出抑制, ②排水, ③水

防 の 3 つ の 要素が あ り, そ れ ぞれ が重要 な意味 を持 っ て

い る
｡

しか しな が ら, ｢ 流出抑制+ と い う考 え方は
,

ま た

現代で ほ そ れ 程強く意識され て い な い
｡

従 っ て
, 現在の ｢ 排水+ 主体 の ｢ 流す+ と い う発想を

再 検討 し
,
｢ 溜め る発想+ も考慮 した 対策を 検討す る時代

に な っ て きて い るの で は な い だ ろ うか
｡

(カ 建設省の 総合治水対策事業

建設省は
,

こ う した 発想 の 転換 に よ り
, 昭和5 4 年度か

ら総合治水対策事業を ス タ ー ト させ た
｡

こ の 内容は
,

お

お よそ 次の と お りで ある
｡

① 総合治水対策 の 概要

総合治水対策は
, 流域 の 急激 な都市化 に 伴い 洪水時の

表- I 流域整 備計画 に定め る諸対策の 実 施状況 ( 昭和58 年10月 現在)

賢
m ＼

＼

譜 策対

項

＼
＼

流 域 数

対 策 の 実 施 状 況

調査対 象
市 域 数

実施 して

い る市町
域数

実 施 して

い な い 市

町域 数

河河
政
局

行
部

川

当
河
担 進促の事工 13 1 3 1 0

持保の域区整調レ
しイ街市域全 1 1

河

川

以

外

の

行

政

担

当

部

局

保

水

地

.
域

新で 施
規の 設
開 一 の

発時設
地 貯置
域留

大 規 模 開 発 ( 0 . 1 血 以上) 13 8 1 5

小 規 模 開 発
( 0 . 0 5 b α以上 ～ 0 . 1 h 8 未満)

3 1 4

ミ ニ 開 発 ( 0 . 0 5l lG 未満) 11 1 3

既 一

設
開時置
発賠
地留
域施
で 設
の の

学 校 貯 留 11 1 3

公 固 貯 留 13 1 6

留貯間棟宅任的公 13 1 3 1 0

道 路 貯 留 11 1 2

遊

水

地

域

生
叩抑の立埋の他用農 11 1 2

盛 土 行 為 の 制 限 11 1 2

土 捨 場 の 指 定 11 1 1 1 0

水 田 の 暗 渠 排 水 に よ る 乾 田 化 の 推進 6 1 0

低

地

地

域

ポ ン プ ( 下水道) の 運 転 調 節 8 1 8

一 時 貯 留 他 の 設 置 6 【 2

内 水 排 水 施 設 の 整 備 ( 貯留施設) 6 1 6

そ の叫 既 設 調 節 池 の 改 造 1 1 2 1 1 2

( 注) 当庁の 調査 結果 に よ る｡

ー 8 - 水と 土 第64 号 19 8 6



河川 へ の 流 出量 の 増大等に よ り治水安全 度 の 低下の 著 し

い 特定の 河 川に つ い て
, 当面 , 治水 施 設 の 整備を 促進す

る の み な らず, 都市計画, 建築,
公園, 文教, 道路, 農

林等河川行政以外の 行政 担当部局の 協 力を得 て
, 流域の

開発計画, 土地利用計画等と 有機的 な連携調整 を図 り.

水 害の 防止 あ るい は 軽減 を 図る もの で ある
｡

具体的な 対策事例

総合治水対策計画に 定め る諸 対策の 実 施状況 に つ い て

み る と , 表- 4 の と お りと な る
｡

こ れ を み る と
, 河川行政 以 外の 担 当部局が 大きな 項 目

で 5 項 目 ( 全域, 保水地域
, 速 水地域, 低地 地 域,

そ の

他) , 対策項目で1 6 項目 に わ た っ て い る
｡

こ の 中で農地に

関係 した 項 目は
, 農用地の 埋 立 の 抑乍臥 水 田 の 暗渠排水

に よ る乾 田化の 推進及び 内水排水施設 の 整備( 貯留施設)

等 が あげ られ る
｡ 農用 地の 埋 立 の 抑制 は,

い わ ば転用の

抑制で あり
, 農用地が洪 水調整擁能 を有 して い る こ と を

示 して い るもの で あ り
,

ま た
, 暗柔排水 に よ る乾 田化の

推進ほ , 常 に お い て 排水 条件を 良く して おけ は , 洪水時

に お い てそ れ だ け貯留機 能が多く発揮 で き る と い う考え

方 に 立 っ て い るもの と考 え られ る
｡

さ ら に 低平地に お け

る 内水排水施設 ( 貯留施設) の 整 備は
, 排水 榛場の 設置

や 地 区 内貯留施設の 整備を 行う こ と を示 して い る
｡

(イ) 農用 地の 排 水 手法 に つ い て

こ う した 状況の 中で, 流域 の 一 部を 形成す る農用地 に

おい て も, 水 田の 汎用化 が 進み排水 の 重要性が 高ま っ て

い る
一 方 , 単に 排水 する だ け で な く , 流 出抑制 を應え た

トa

叩

仙

叫

㈹

㈹

仙

仙

㈱

%
畑

(

受

益

面

耕
)

(

受
益

面

嶺

の

割
A

甘
)

′
/

-

/

/

〓

〓
〓

小
〓
=

/

独単

年 度

独

連

山

弔

問

僕

模

模

規

規

規

汀

小

詐
小

=

祁
大

主た)

(1)
′

ト規模単独とは

流域内 に 単独 の 湛水被害

地域 が 存在し , 排水機確
の 設置 に よ りヒI交的容易

に 解 決でき る 地 区面積 で

ある｡

年 度

(2 レト規模 (関連) と は

流域 内(二 他 の 湛 水被害地

区が 存在 して い る 地区面

積で あ る
｡

( 3) 人規模 (3 00h a 以 1 二) とは

小規模 関連 をあわ せ た旭

`

さ警芸警苧晋宏苦空言
′

戸
は 以 前 に 鞭

べ て 高くな っ

て い る ｡

図- 6 湛水防除事業新規採択地区受益両横内訳

④
1 %

(彰

1 %

③
流
域
開
発

42 %

5 1 年度

②

地盤沈下

20 %

⑥その 他 2 %

54 年度

③

35 %

(卦

2 4 %

①

40 %

%

③

42 %

①

4 5 %

57 年度

②

12 %

⑥ 1 %

60 年度

③

39 %

②■

17 %

①

43 %

分 析
(1)地盤沈 下 に よ る被 害は比較 的減 少 し てきて い る

｡

r2)外水位上 昇(河床上昇) の 要因が ふ え て い る ｡

(3)そ の他 とは流域面積 の 増や 干潟(海) の 上昇であ る ｡

(4)算 出は その 年の新 規地区の 湛水被害要因とな っ た項目を集計

し , 全体 を10 0 と し て比率を出 した もの であ る
｡

図一丁 湛水防除事業新規地 区他動的要田分析

総合的な 排水計画を策定す る必要性が 生 じて きて い る｡

① 最近の 湛水被害状 況

最近 の 湛 水防除事業実施地 区 の 湛 水被害要 田を み る

と
, 従来の 地 盤沈下, 流域開発, 河床上 昇等の 要因に 加

えて
,

( i ) そ の 範囲が 広域化 して い る ‥
… ･

図
-

6 参照｡

( ii ) 自然排 水能力の 低下等河川の 相対的排水能力低

下 ‥ … ･ 図- 7 参照
｡

( iii ) 治水 計画と の 調整が 複雑化 して い る
｡

等の 状態が 生 じて い る
｡

② 地域総合 農地 防災計画調査 に つ い て

流す発想か ら溜め る発 想 へ の 転換は
, 従来か らの 対策

が 洪水時 に お い て 低地 や下 流部 の 特定地 域だ けが 湛水被

害 を排水 施設等 に よ り対拠す る方法 であ っ た の に 対 し
,

下流部の 特定地域 だ けが湛水被害の リ ス ク を 負担す る の

で は な く
, 全域 が 共同 して分担 して 負 うと い う 考え 方を

基本 と して い る
｡ 過去 の 流域 で は

,
上 流と 下流, 台地 と

低地
,

利水と 水防な ど地 域 と して湛水被害 を 防く
､､

一 定 の

秩序が あ り
, 調和が とれ て い た

｡ 現在で ほ , 低平地 の 水

田地 帯 に お い て ほ
,

盛 土 に よ る宅地化等, 相互 の 有機的

つ なが りが な く な っ て き てお り
, 湛水被害解 消の た め の

手法を よ り複雑 な もの と して い るはか りで なく近 隣の 地
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埋流抑
H

0 0

%

田
･

冠

水

畑
･

淡

侃

理
畑

･

冠

水

■

0

0

･

㌔

･

.
.

8

■
○

●

0

0

最近 の傾向

農 地

(1) 畑の冠 水が増え てい る ｡

(2) 水田及び畑の流埋 は大き

な変化はない
｡

資 料
国土庁防 災局
農地は , b a 単位の 被害面 礼 通路等はケ

所単位で 合計し各年の合計を各々 1 0 0

として比率 を算してグ ラ フ化した ｡ 被

害の内容は秦雨, 台風 に よる ものだ け

で ある ｡

34 ▲亡
U

A
T 94 25 55 5 8 年度

項 目
年度

4 3 4 6 4 9 5 2 5 5 5 8

水 田 流 唾
b a

1 .4 3 7 2 . 9 5 8 18 . 7 6 1 2 . 1 5 0 7 . 1 3 0 4 . 0 6 0

( 1 .4 % ) (3 .0) ( 1 1 . 0) (5 . 4) ( 7 . 2) ( 7 . 3)

冠 水

b a

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

( 8 9 . 0 % ) ( 7 4 . 8) ( 6 6 . 0) ( 7 6 . 7 ) (6 5 . 0 ) (2 8 . 7)

畑 流 哩

b a

2 .4 6 3 1 .3 4 8 1 . 9 9 2 1 . 3 9 9 1 .3 6 5 1 . 0 1 4

(2 , 4 % ) (1 . 4) (1 . 2) ( 3 . 5) (1 . 3) ( 0 .
2 )

冠 水 7 .3 9 0(7 .2 % ) 2 0 . 朗 4 (2 0 . 9) 3 7 . 3 27 (2 l . 8) 5 . 飢 9 (1 4 . 5) 2 6 . 1 10 (2 6 . 4 ) 4 3 2 . 5 34 (7 0 . 5)

小 計
h

10 2 . 64 4(10 0 % ) 1 0 0 . 1 6 2 17 0 . 9 18 4 0 . 12 9 98 . 87 1 6 1 3 . 5 6 7

図- 8 農 地 被 害 の 状 況

従 来の 湛 水防除対策

(1) 流す発想に よ る湛水解蛸

(2) 排水施設規模の 大規模化

(3) リ ス クの低平地 集中

(4) 対応策の硬直性

(5) 排水施設主 体に よ る 対応

低
市

丁

地

㊦

湛
水
械

1警諾
場

河川 へ の負荷大

国 一 甘

域の 関係を もぎこ ち な い も の と して い る
｡

した が っ て ,

現在に お い て ほ
, 流域全体 と して取 り組 ま なけれ は 洪水

に 強い 地域と は な りえ な い
｡

こ の 発想を 基本と した湛 水被害解消方法の 1 つ が
,

ブ

ロ
ッ ク 別対応構想で ある｡ 本構想の 基本的考え 方を 示す

と次の よ うに な る
｡

地域給食農地防災計画調査 ほ
,

ま さ に ,
こ の 構造を 基

本Fこ問題地区を 事例研究 し
, 最終的 に ほ 指針 と して 計画

手法を と りま と め る こ と と して い る
｡

本調査の フ ロ
ー

を 示す と 図一10 の よう に な る
｡

ブ ロ ッ ク 別対応構想

遊水池
確保

⑳
ため池の

有効利用

(1) 流す発想か ら貯留 へ の 転換

(2) 排水施設 の自由度拡大

(3) リ ス クの地域分担

(4) 将来の変化や基準雨量以上 へ

の柔軟な対応

1
排水機堵の 絹

河川 へ の負荷小

指針の 内容

本調査 に よ りと りま と め る指針 の 内容ほ 次 の とお りで

あ る
｡

(1) 最適な 貯留施設 及び排水施設の 配置計画手法の 確

立

貯留施設 防災 ダ ム の 新設

た め 池, 遊 水池等の 有効利用

排水施設 排水機場 の 新設, 改修

排水路の 新設 , 改修

(2) 最適 な貯留 ･ 排水 シ ス テ ム の 確立
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貯留と排水 を有機的 に 結 び つ け る操作体制 の 確立

( 管理 , 行政単位数 を 含む)

降雨 に よ る被害

か ら農地を守 る

湛水被害

最近の 傾向

･

被害地域の

広範囲化

･

河川 の排 水
能力の低 下

･ 治水計画と

の 調整

･ 農地の 利用
の 汎用化

現況調査

被害状況調査

洪水 ･ 災害デ
ー タ

農地･ 農業用施設被害

農作物被害

要因調査

従来 の要因

流域開発

地 盤沈下
河床上昇

最近の 傾向

な お , 本調査 ほ61 年度 よ り ス タ ー トす る予定で ある
｡

昭和61 年 度予算額6 , 0 0 0 千円

湛水被害 の

分析

地域 防災整備

水準 の判定

÷
･

去
･ 去以上

の 各 ケ
ー ス に

よ るシ ミ ュ レ

ー シ ョ ン 等

原因の 分析

湛水解除の

た めの 施設

計画

ポン プ場の配置

洪水調節機能

ア ッ プ

地域農地

防災対策計画

の 策定

指 針

･ 防災ダム

･ た め池の 有効利 用

遊水池の 確保

排水路の 設置

貯留, 排水シ 不テム

の検 討(操作)

各ケ ー ス の検討

地形特性

排水条件

流域の 大小

行政単位数

施設配置

計画手法の 確立

貯留 ･ 排水 シ ス

テ ム の確立

園一川 地域農地 防災対策調査 フ ロ ー
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【和 文】

湛水防除事業計画 の 作定

日

1 . 計画の 作定 …
･ ･ ･ … ･ ･

‥
‥ ‥ ‥ … - … ･ ･ ･

1 2

(1) 計画の 基本方針 ･ ･ ‥ ‥ ･ ･ = ･ ･ ･ ･ ･
‥ … … ‥ ･ ･ … ･

1 2

(2) 受益地の と り方 … ･ … - - … ･ …
= ･ ･ … ･ … ･ … 1 2

(3) 排水方式･ … ･ … … ‥ ‥ ･ ･ ‥ … ･1 4

1 . 計画 の 作定

( 1 ) 計画の 基本方針

計画 の 基本方針は , 調査 に よ っ て得 られ た情報 に 基 づ

い て 定め る
｡

こ の 場合, 特 に 重要 と な る の は , 地 域の 旧況, 現況 に お

け る排水状況を 的確に 把握 し, 排水不 良の 原田を 明 らか

に す ると と もに ,
これ に 対す る い く つ か の 恒久 対策 に つ

い て
, そ の 実施可能性 を十分 に 検討 して お く こ と で あ る｡

排水不 良を解 消す る方策 を考 え る際 の 3 つ の 基本的な

解決方法は
,

① 外水の 浸入 を 防止す る こ と
｡

② 内水の 排水を 促進す る こ と
｡

③ 地区内の 内水の 流動 を 促進 また は 抑制 して 過剰水

が 局所的 に 集中 した い よう にす る こ と
｡

で あ り,
こ れ が

, 地 区の 自然的条件, 社会的条件 に 従 っ

て組み 合わ され , そ の 地 区の 排水計画の 基 本方針 と して

具体化 され る こ と とな る
｡

な お , 湛水防除事業で 実施で きる事 業は
, そ の 制度上

の 性格 か ら ある程度限定 され る こ と と な る が , 計画段階

に お い て は , 必 要 に 応 じ他の 排水事業等と の 共 同施行 に

つ い て も検討す る な ど
, 地 区 と して 最も望ま しい 排水計

画が策定 でき る よ う留意 して お く必 要が あ る
｡

湛 水防除事業 を計画す る場合に は
,

次の 事項 に つ い て

特に 留意 しな が ら基本方針を た て る必 要が ある
｡

① 地 域の 旧況
･ 現況に お け る排水 状況 の 把握･ ･ … ･

立

地条件の 変化に よ る排水状況の 変化 を的確 に 把握 し
, 過

剰水の 由来お よび 排水不 良と な っ て い る原田を 明 らか に

す る
｡

な お , 調査結果や 後述する湛 水解析等 の 結果 に 基づ き,

(表 1 - 1 ) に 示 す排水不 良と な っ て い る原因 ご と に
,

そ れ が各排水施設 に どの 程度影響量 が ある か を算定 して

おく こ とが 望 ま しい
｡

一

関束農政局計画鞍手業計画課長
事●
構造改善局防災課

次

斉 藤 健
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小 泉 健
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1 5
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事業効果 ‥ … … ･ ･ ･ ･ - ･1 7

② 外水 へ の 対処
… … 外水が 地 区内 へ 侵入 す る こ とを

防 ぐこ とほ , ど こ ま で も第1 義 的に 考 え る べ き排水の 方

策 で あり
,

そ の 防御線を ど こ に 置く か は , 計画 の 最も大

切 な基本 であ る｡

こ の た め場 合に よ っ て は , 堤防の 新設 ･ 改修等に つ い

て 検討する こ と も必 要 で ある｡

ま た , 通常 の 排水 計画で は , 外水は 環境条件, すな わ

ち制御で きな い 与件 と して取 り扱わ れ る こ と が 多い が,

地区内か らの 排水に よ り
, 現況排水先で あ る排水河川の

流況が 著 しく 影響を受 ける恐れ が ある場合等 に ほ
, 排水

計画の
一

環と して
,

｢ 排水管理 施設整備工 事+ の 実施や,

他の 河川に 排水 口 を 求め る等, 外水 の 処理 を 含め て 検討

す る こ と も必 要と な る
｡

な お
, 排水河川の 河口 が , 標砂, 波浪 の た め 閉塞 して

,

こ れ が 地区の 排水不 良の 除因 と な っ て い る場合 に ほ
,

河

口改 良を含 んだ 排水 計画が 検討 され る必 要 が ある
｡

③ 用 水等 との 関連･ - … 用排兼用 と な っ て い る排水路

や樋 門等 の 施設 に つ い て は , 本事業の 計画に お い て も引

続き用水施設 と しての 機能が 損な わ れ な い よ う配慮す る

の は 当然 で ある｡
こ の た め , 計画に お い て排水系統 を大

きく変更す る場合等 に つ い て は , 排水慣行 の 変更 の 可否

の 検 討と と もに ,
こ れ が 他 に 与え る影響 に つ い て

, 水質

等も含め て入 念 な検討が 必 要で あ る｡

ま た
, 本事業 は洪水 時排水を 主 目 的と して 実施す る も

の で あ るが, 地域 の 常時排水 に つ い て も併せ て 検 討 して

お く こ とが 必 要で あ る｡

排水管理 施設を 計画す る場 合に あ っ ては
, 各排水施設

の 規 鼠 構造, 使用頻鼠 排水河川 の 状況等 を総合的 に

検討 し, 地 域 の 状況に 応 じた安全確実, 合理 的, 経済的

な管理 シ ス テ ム とな る よう 考慮す る 必要 が ある｡

( 2 ) 受益地の とり方

1) 排水施設整備工 事

① 受益 地 の 取 り方

ア . 受益 地 : 計画地 域の 設定ほ
, 現況排水 系統 ,

湛 水

状況, 湛水要田, 地 区構成等を 考慮 し
, 改良方 法を十分
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表t - 1 排水不 良の 原因

原 因

区 分 l 内 容

① 排水河川 の 流況変化 河川改修, 流域開発, 地 傍の 変化等に よ っ て生

じた 河状 ･ 河床 の 変化, 洪水位, 洪水量 の 変化,

洪水到達時間の 変化 等

排水施設 の 能 力変化

堤塘浸透量 の 変化

② 干潟 の 上 昇, 河 口
, 樋

門の 閉塞

地域開発等 に よ る堆砂, 潮位, 潮 流, 波浪の 変

化等

排水施設の 能 力変化

③ 地 区 内の 変化

川 地 盤 沈 下 等

( ロ) そ の 他

地盤沈下
,

標高別面積の 変化, 水路勾配の 変化

等

都市化 の 進展, 地 目 の 変更等 に よ る降雨 流出率

の 変化, 流域面積 の 変動等

排水施設の 能力変化

(堤塘浸透量 の 変化)

流 出量 の 変化

に 検討 して計画 の 対象と な る範 囲を 決定す る
｡

な お
,

採択基準 に 係 る受益地 は , 現況 に お い て 計画基

準 降雨 と等 しい 降雨 が あ っ た 場合に , 湛 水す る と予想 さ

れ る 軌 畑,
そ の 他 (道水 路等) の 地積 と して い る

｡

イ . 受益 地 区に 市街化区域 を 包含す る場 合の 考 え方 :

湛水 防除事業は , 農地 防災事 業の 1 つ で あり, ｢ 都市計画

法 に よ る市街化区 域及 び 市街化 調整区域 の 区域区 分と 農

林漁業と の 調整措置等に 関する方針 に つ い て + ( 昭和 44

年8 月22 日付け44 農地 C 第374 号農林事務次官通達) の 第

3 の 1 に お い て
,

｢ 必 要と 認め られ る場 合 に は 市街化区

域 に お い ても事業を 実施で きる+ こ と と され て い る｡

な お , 現在ほ , 地 区と して 次に 示す 2 つ の 要件を い ず

れ も満た す場合の み 国庫補助の 対象と され て い る ( 図1

- 1 参照) ｡

(走塁済効果要件)

a l > a 2 ＋ b l ＋ b 2

( 面積要件)

A l > A 2 ＋ B l 十 B 2

か つ A l ≧ 2 0 h a

B
l
: 農振地域外の 現況農地面積

B 2 : 農振地 域外の 住宅, 公共施設 等の 占め る面積

( 注) 1 . 湛水防除事業の 効果ほ , 計画基準降雨 と等 し

い 降雨 が あ っ た 場合に , 事業 の 実施 に よ り防止

し得 る湛水被害額 ( 被害額又 ほ復 旧額) を い う

こ とと され て い る
｡

2 . 現在の と こ ろ ,
B

】 , b l は農業部門外の もの と

して 運用 され て い る
｡

② 1 地 区と して の 取 り扱 い … … 湛水防除事業は, 受

益面 積 30 h (1 ( 大規模地 区 に つ い て ほ 30 0 血) 以 上 が 国庫

補助対象と な っ て い る が , 1 地 区と して 取 り扱 う範囲ほ

次 の とお りと され て い る
｡

ア . 同
一

の 内水排除 施設 に 係 る地域 ( 図1 - 2 )

イ . 複数の 内水 排除施設 に 係 る地 域 で あるが 湛水域が

連続す る場合 ( 図1 - 3 )

ウ . 計画上 相互 に 関連す る隣接す る場合 : お の お の の

ブ ロ
ッ ク が 干渉 しあう場合お よ び 計画上 地区が

一 体 と な

る場 合 ( 囲 1 - 4 )

排

水

園1 - 1 経済効果お よび 面積の 要件

a . 経済効果要件 : 農業部門の 効果が 全体効果の 50

% 以上 で ある こ と
｡

b . 面積要件 : 受益地 内の 農業振興地域内現況農地

面積が
, 全体 の 受益面積 の50 % を超え ,

か つ20 b 8 以上

ある こ と
｡

こ こ で ,

a - : 農振地域 内の 農 業関係 の 湛水被害額

a 2 : 農振地域 内の 公共 土木施設等の 被害額

bl : 農振 地域 外の 農業 関係 の 湛水被害額

b2 : 農振地域 外の 公 共 土木施設等の 被害額

A - : 農振 地域 内の 現況 農地面積

A
2
: 農振地域 内の 住宅,

公共施設等の 占め る面積
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＼

､

流域

耕

益安

受益

糾

河

流域
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( A ＋ B ) 1
､3 0 0 h a 以 ト･･･ 大規模
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排

河
A

流域

器(;:吉;温:二:三笠芸

園l
-

l

エ
. 営 農上地 区が 一

体と して 考え られ る場合 : 排水河

川 を挟 ん で相対す る場合 また は 流域が隣接す る場合 で
,

各 ブ ロ
ッ ク間 に 通 い作 が ある

, 土 地改良区が 同
一

で あ る

等, 営農上 の
一

体性を 有する場合(図 1 - 5
, 図 1 - 6 )

挑

受

7り

流域

園1 - 5

A

受益

河

フl B

受益 面耕

A
,

B と も現況農地 面耕が

Z O b a 以上 である こ と

(三ご;

流域

B 30 h a 以上‥- 一

小 規模

3 00 b a 以上==･･大規模

図1
- 8

2) 排水管理施設整備工 事

排水管理 施設整備工事 の 場合 ほ
, 同

一

の 排水河川 に 係

る 地域 で ある等, 排水施設の
一

元 管理 が 必 要な 地域が対

象と な る ｡

一 元管理 が必 要で あ る とは , 各排水施設の 運

転操 作が相 互 に 影響 を及ぼ しあ う場合な ど, 主と して防

災 上 の 観点 か ら , 排水施設群の 総合調整が 必要 な場合 を

い うもの で ある
｡ 例 と して は

, 次 の よ うな場 合が あ るが
,

い ずれ も主 と して
, 排水 施設整備工 事 に よ っ て 達成 され

た 施設 を対象 とす る
｡

(》 同
一

水系の 場 合

排 水河川

受益

流域

園1 一 丁

受益面積
100 0 h a 以上

② 複数 の 水系 の 場合 : 水系は 異なる が
, 排水先 を外

水の 状況等 に よ り調整す る地域等

排水管理 施設整備工 事の 受益地ほ
,

既設 の 排 水施設 の

維持管理 計画に 係 る受益地 を い う こ と と して お り
, 同

一

プ p
ッ

ク に複数の 排水施設が設置 され て い る場合 な ど,

各排水施設 の 受益地が重 複する場合 に は
, 重複部分 を除

い た実質面積を い う｡

し巨水河Jtl

受益

排水 路

流 域

苧
= = /

言妄隠以上

園l - 8

Ⅰブロ ッ ク

川
受益 流域

l ブ ロ ッ クの受益地面横

= A ＋ B - C

( C は , A と B の 重視部分 )

図1 - 9

( 3 ) 排水 方式

1) 排水方式 の選定

排 水方式は , 自然排水 , 機 械排水お よ び 自然 ･ 機械併

用の 3 方式 が ある
｡

そ の 3 方式の うち どの 方式 を選定す

る か の 検討順序ほ , 自然排水, 自然 ･ 横 械併用, 幾械排

水 の 順で あ る｡

自然排水は , 幾枚排 水に 比 較 し,

一 般的軒こ施設設置費,

維持管理 費が 少な く て すむ た め
, 最優先 され る と こ ろ で

あ り
, 計画の 策定 に 当た っ て は

, 地区内外の 諸条件を 勘

案 して
, 地域的に も, 時 間的 に も最大限自然排水 に 依存

で き る よ うにす る必 要が ある｡

内水位が 外水位 よ り高 い 場合 で, 排水施設の 能力が 不

足 して い る場合 に は , 排 水 口 の 増設, 改修等 に よ る方法

を 検討す る こ とと な るが , 排水施設 の 能力不 足 が
, 干潟

の 上昇 に よ る場合 に ほ, 特 に 今後 の 干潟の 移動等 に も調

査検討を 加 え , 将来の 維持 管理 等 に も配慮 して
, 最適な

排水方式を選定す る必 要が あ る
｡

現在ま で の 実施例 に お い て
, 干潟上昇 に よ る排 水樋門

の 能力低下 を 回復す る手段 と して
, 堆砂 フ ラ ッ シ

ュ 用 の

小 口 径の 排 水機 を設置す る こ とで 対応 し効果 を あげて い

る例 もある
｡

外水位 が
一 時的 に 内水位 よ り上 昇する場合 で

,
地域 の

排水の 許容水 準を超 えて い る場合に ほ
, 機械排水方式が
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選定さ れ る こ と と な るが
,

こ の 場合で も
, 内外流出に 到

達時間の 差が ある場合, 潮位に よ る場合等ケこは, 機械排

水 の 規模 を極 力小 さくす る よ う検討す る
｡ ま た , 地 区が

高位部, 低位部 に 区分で き, 高位部が 自然排水可能 な場

合に は
, 高位部 の 排水 を放水路に よ っ て 上 流に お い て カ

ッ トす る こ と な ど に よ り低位部の 排水条件の 回復 を 図る

等, 効果 的な 計画と な る よ う計画す る
｡

外水位 が 内水位 よ り高 い 場合 に は
, 機械排水と す るが ,

こ の 場合 に お い て も, 潮遊池, 遊水池等 に よ り内水 の
一

時貯留 を考慮す るな ど
, 排水機の 東岸 の 縮小 を 図る よ う

検討す る
｡

2) 自薦排水

自然排水は ,

一

般的 に
, 経済性に お い て す ぐれ て い る

が, 排水手段が 地区内の 自然的条件を利 用 して の もの で

あるた め
, 安全 に 対処 しう る排水条件 の 範 囲は比較的狭

い もの に な っ て い る
｡

こ の た め
, 計画外水位 の 決定や ,

排水条件 の 変化 に 対す る将来予測等ほ
,

か な り確度の 高

い 精度 で行わ な けれ ば な ら な い
｡

排水 口 の 大き さお よび 構造は , 外水位の 条件を 前堤 と

して, 受益区域 内の 内水 を 計画 目標 に 合わ せ て排 水で き

る よ う,
そ の 規模 ･ 構造 を い ろ い ろ変 え て 検討 し

, 適切

な もの と な るよ う定 め る こ と と な る
｡

3) 機械排水

鏡板排水は , 排水の 手段が 動力に よ る もの で あり, 自

然排水 と 比較 し, 安全 に 対処 し得る 排水条件 の 範 囲 は ,

広範な もの と な っ て い る
｡

しか し, そ の 反面 , 多額 の 施

設費 と維持管理 費を 要す る とい う面が ある｡
こ の た め

,

実際 に は , 費用 と効用 の つ り合い が 重要な 点と な り, 被

害 の 除去 ･ 軽減度合と 排水機 施設費と を比較 しな がら排

水容量を 定め る こ と と な る
｡

な お
, 機械排水 でほ , 計画基準降雨 を上 回 る降雨が あ

っ た場 合に も( 能 力 の 減ほ やむ を 得な い と して も) , 運 転

が 可能 と な る よ う考慮 して お く必 要が ある
｡

ま た
, 機械排水は 受益 区域 の 過剰水 の 焼場 へ の 集ま り

方と排 水扱 に よ る地 区外 へ の 排除 とが 合致 しな けれ ば
,

そ の 排水機能 ほ発揮 され な い
｡

こ の た め
, 区 域内の 水 を

円 滑, 確実に 吸 水槽 へ 集 め る よ う , 排水系統, 幹線排水

路等 に つ い て 入 念な検 討が必 要で あり, 必 要 に 応 じ数理

モ デ ル に よ る シ ミ
ュ

レ ー

シ ョ ン の 実施も検討す る
｡
な お ,

排水 機の 運転操作を 円 滑に す る た め に ほ
, 吸水槽の 近 く

に で き得 る限 り十分 な貯留水 面 を確保 して お く こ と も必

要 で ある
｡

( l ) 計画基 準値

湛水 防除事業 は, 旧況ま で に 復す る こ と が 原則 で あ り
,

旧 況 へ の 回復計画ほ
,

次の 計画基準値 を 標準と して 使用

し, 策定す る こ と と して い る｡

な お
,

旧況の 排水計画が 明 らか な場合 に は, そ の 計画

の 基準値等 を適用 して 計画す る こ と は 妨げて い な い
｡

1) 計画基準降雨

原則 と して
,

2 0 年 に 1 回程度発生す る3 日連続降雨 を

採 用す る｡ な お , 特に 公共性の 高い 地区に つ い ては
,

3 0

年 に 1 回程度発生す る降雨が 採用 され る場合も ある｡ 特

に 公共性が 高 い 場合と は ,
1/2 0 の 降雨 で 計画 した 場合で

も, 湛水 が残 る区域 に都 市集落が存在 し
,

しかも公共施

設の 被害 が解消 され な い 場合を い う こ と と して い る｡

降雨 波形 に つ い て は
, 各日 の 分布, 各 日の 時間分布 と

も, 最大湛水被害 を もた ら した 実降雨 の 分布率, 計画基

準降雨に 近い 降雨 の 分布率, 降 雨重度計算 に よ る分布率

等を 比較検討の うえ, 原則と して湛水被害が大きい もの

を 計画 に 用 い る
｡

2) 計画基準 内水位

湛水防除事業は, 主 と して洪水時の 排水を 目的と して

お り,
また

,

一

般的に は 受益 区域 内に 湛水を 許容す る計

画 とな るた め
, 計画基準内水位 ほ, 区域 内の 最低ほ 場面

標 高に 許容湛水 深を プ ラ ス した 高さ とす る｡

こ こ で , 最低 ほ場面標高お よ び許容湛 水深 は
, 次 の と

お り取扱 う こ と と して 運用 され て い る
｡

① 最低ほ 場面標高 ( 基準 田 面標 高) ‥ … ･ 地 区内の 最

低位に あ る ほ場面 の 標高 を直接 さすもの で は な く , 経済

効果 との 見合い で
, 極 力低位部 と な る よ う決定 され た 排

水 計画の 基準と な るほ場 の 標高 を い うも の で あ る
｡

② 許容湛水深 … …

3 0 c m を標 準とす る
｡

なお
,

許容湛水深を30 c m と して 計画 した 場合 に
, 湛水

の 残存す る区域 に 都市集落 が存在 し
,

しか も当 該都市集

落 内に お い て 湛水 被害 が残 る と 予想 され る場合 に 限 り
,

2 0 c m と して 計画す る こ と が で き るもの と され て い る
｡

また
, 許容湛水を越 え る場 合の 湛水時 間は ,

2 4 時間を

限度 とす る こ と と され て い る
｡

J) 計画基 準外水位

事業対 象地区降雨 と外水位 との 問に 相関関係 が ある場

合に ほ
,

そ れ に よ っ て外水 位 を決定す るが
, 相関関係が

な い 場 合に は, 基準降雨 で採用 した 確率 と同確率で 起 こ

る外水 位を と っ て よ い
｡

こ の 場合, 洪水 到達時間は, 地

域内の 過去 の 雨 量 デ
ー タ を基 に 決定す る

｡

外水 位 の ハ イ ド ロ グ ラ フ の 決定ほ , 極力実 測記録に 基

づ い た もの とす る が
, 実測記録 の な い 場合ほ

,
計算に よ

っ て もよ い
｡

そ の 計算方法ほ , 計画基準降雨 ( 地 区内で

採用 した もの と 異な る場合も あり得 る) が 排水河川全流

域 に 降 っ た も の と仮定 して 求め る｡

なお , 排水本川の 計画洪水位 お よ び既往最大洪水位 に

つ い て も, 排水 施設の 能力を チ ェ ッ
ク して おく こ とが 望

ま しい
｡

海 また は 感潮河川に 排除す る場 合, 排 水機 の み に よ る

ときほ 大潮潮位曲線, 排水俵 お よ び排水樋門 の 併用 に よ

る ときは , 小潮潮位曲線 を 採用す る
｡

こ の 場合, 大潮潮

位 曲線 に よ り排水機の 能力等の チ ェ ッ ク が必要で ある｡

-
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( 5 ) 兼出土の暮 定

湛水 防除事業は
,

一

般的に 湛水を 許容す る計画 と な る

た め
, 流 出量 の 算定は

,

ハ イ ドロ グ ラ フ の 形で取 り扱い

が必要 であ る
｡

洗 出量 の ハ イ ド ロ グラ フ の 推定は どの よ う な方法 に よ

っ て もよ い が
, 実測値 に よ りその 妥当性を検証 して おく

こ と が 必要 で ある
｡

ハ イ ド ロ グ ラ フ の 推定は
,

い わ ゆ る水文学的な 流出解

析法が 用い られ る｡ 大別す る と , 単位国法, 貯留法お よ

び雨水流法 に 分類 でき る｡

い ずれ に しても
, 現地 に 最も マ

ッ
チ した方 法を採 用す

べ き で あるが
, 特 に 河川法等の 外水位が 高く, しか も長

時 間継続す る場合 に は
,

堤塘か らの 浸透量
, 湧水量 が意

外に 大 きい 場合が ある の で
, 注意を 要する

｡

( り 湛水 解析

湛水防除事業を 計画す る場合に ほ , 旧況, 現況 お よび

計画 の 3 種類 の 湛水解析が 実施 され る
｡

排水量の 水収支計算は , 自然排水の 場 合は 内外水位差,

機械排水 の 場合は ポ ン プ特性 曲線に よ り単位 時間 ごと に

行う｡

なお , 既設ポ ン プ の 性能 曲線を再測す る に 当た っ て

は , 実測値に よ る修正 を 原則とす るが
, 実 洞値 が得 られ

な い 場合は , 立 地 条件の 変化 に よ る揚程差 をも っ て修正

す る｡

湛水解析を 行な う場合の ポ ン プの 運転開始 は
, 原則 と

して 自然排水と 親株 排水併用の 場合 は, 自然排水が 不 能

と な っ た 時点 よ り , 幾枚排水の み の 場 合は
, 流出量 が ポ

ン プ の 連続運転が 可 能な 排水量 に 達 した時点 よ り行 う も

の とす る
｡

計画 の 湛水解析 に お い て は
, 排水 施 設規模の 概定 を行

い
, 許容湛水深以上 の 湛水時間が 許容湛水時 間以内に な

るよ う に ポ ン プ容量 等を変化 させ て
, 繰返 し計算 を行 う｡

ポ ン プ容量ケこ つ い て ほ , まず ポ ン プ 口径 を 決定 して か ら

次 に 設計点実揚程の 検討を行 う もの と し
, 決定 した ポ ン

プ 口径 に よ る計算結果で , 内水位条件を 満足 しな い 場合

に は設 計点実揚程 を大きく し, 逆に 余裕が あ りす ぎる場

合 に は小 さく して再計算す る｡

な お , 湛水解析 に は 次の 資料が 必 要 とな る｡

(丑 計画基準内水 位等の 内水位 資料

② 計画外水位 曲線

流入量

†
■
水

位
(

標
一

流
量

外水 位

最高湛水位

許 容湛水 位

最低圃場面標 高

同
)

湛水時間
排 水門 閉鎖時間

時間
一

固 1 - 1 0 湛水解析 に お け る内外水位の 関係

全

揚

程

%

2 0 0

全

揚

程
1 0 0

( % )

( N s
= 9 0 0)

5 0 1 00 1 50

吐 出 量 (% )

図l - 1 1 軸流ポ ソ プ特性 図

l 】 l l

〉

0 5 0 1 0 0 1 5 0

吐 出量 ( % )

図l - 1 2 斜 流ポ ン プ特性 図

③ 計画洪水流出量の ハ イ ド ロ グ ラ フ

④ 内水位 と湛水量の 関係

(参 全 揚程 に 対す るポ ン プ 吐 出量 の 変化 ( 自然排水の

場合 に は , 内外水位差に よ る 排水樋 門の 能 力の 変化)

こ の 場合, 新た に 設置を 計画する ポ ン プの 特性 は
, 次

回に よ るも の と して もよ い
｡

機械排水 をす る地 区の 湛 水解析を 実施す るに 当た っ て

は
,

ポ ン プ容量 をあ らか じめ 概定す る こ と と な る が
,

そ

の 取扱 い は 次 の とお りで あ る｡

り ポ ンプ客土の 概定

ポ ン プ計画の 初期段 階に お い て は ,
ポ ン プ の 特性 曲線

を想定 し, 精密な 湛水解析を 行 う こ と は 困難 な の で ,
ポ

ン プ特性 を 無視 し
, 内外水 位差 の 推移変 動に か か わ ら

ず,
ポ ン プ は そ の 標準吐 出量 を排出 し続ける も の と仮定

して
, 次の よ う な略算 に よ り ポ ン プ容量 の 概定 を行 う

｡

図1 - 1 3 の よ う に
, 計画洪水 時の 流入量( Q ) の 累加 曲

線の 上 部と下部 に お い て
, 任意 の 規模の ポ ン プ吐 出量

ポ ン プ吐 出量

累

加

流
入

量
Q
ぜ

- 1 6 -

､ 勤占こ一

ポ ン プ吐 出 量

②/

/

累加流人

曲線

/

/

＼

/

/

/

/
累

雪 富
( P 2) 量

つ

吐 出量
/ 芹＼ m

ユ

ポ ン プ吐 出量

( P 2) / ②

＼ /

/

′

ク㌶ 土出量(P l,

排水時間

ン プ( P 2) の場合の最大湛水量
ポ ン プ( P l) の場合の最大湛水量

ポン プ吐 出量(P l)

時 間

図1 - 1 3 流入 量, 吐 出量
, 湛水量 の 関係
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最大湛水量の 吐出量曲線

く
/

v一Il 曲線

湛

憶
琴
†笥

( m )

＼ ∠
許容湛水位( m )

所要ポ ン プ容量( m l/ s)
､

-
､

-
､

S

l
/

ポ

ン

プ

吐

出
量
P

廿

初期 吸水 位 湛水量( m
l)

国= 一川 所要 ポ ン プ容量 の 概定

( P ) に 対応す る累加 吐 出量曲線ケこ平行 な接線 を引 くと ,

P
】,

P
2

の そ れ ぞれ の ポ ン プ吐 出量 に対応す る①- ①, ②

- (卦の 2 接線間の 鉛直距離は 最大湛水 量 を示 す｡

こ の よ うに して ポ ン プ吐 出量 と最大湛水量 との 関係を

求 め
,

こ れ を 図1 - 1 4 の 破線の よ う に 表わ す｡

一

方 , 排

水 路等の 貯留能力お よ び 受益区域の 地 形条件 か ら湛水量

と 湛水位と の 関係が 求め られ るの で
,

こ れ を図 1 - 1 4 の

実線 ( Ⅴ- H 曲線) の よ う に 表 わす｡ なお
,

こ の 場合の

湛水位 ～ 湛水位曲線の 基準標高は,
ポ ン プの 初期吸 水位

に よ るもの とす る
｡

こ の よ う に して 最大湛水量の 吐出曲線 と Ⅴ- E 曲線が

描か れ る と , 矢印の よ う に 許容湛水位 に 対応す る必 要 ポ

ン プ容量の 概略値を 求 め る こ と が で きる
｡

2) ポ ンプ設計点来揚程 の仮定

洪水 用 排水 ポ ン プの 揚程ほ 内外水 位の 変動 に 応 じて 変

化 し,
ポ ン プの 吐出畳 も こ の 揚程変 化に 伴 う ポ ン プ効率

の 変動 に よ り大幅に 変化す る
｡

こ の た め経済的 な ポ ン プ

設 計を行 うた め に は , 運転頻度の 最も多い 揚 程 に お い て

ポ ン プ の 効率を 最高 に す る必 要が ある の で 図1 - 1 5 に 模

式的 に 示 す とお り
, 計画最高実揚程の 80 % 程度の 点 を最

高実揚程 と仮定す る
｡

こ の 仮設 計点実揚程 に 配管の 損失を 加 え て 仮全揚程 を

求め る ｡ な お
, 配管 の 諸損失 の 概略値は , 立 軸ポ ン プ で

0 . 5 m 程 度, 横軸 ポ ン プ で0 . 6 m 程 度と して も よ い
｡

ー

ー
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□

実

揚

程

計
画
最
高
実
揚
程
□

越
研

>
}
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～
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■
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■

■

一

.(
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富
計
点
実
揚
程
持

[

□

(

】

ロ

最高効率点

吐 出 量 Q-------一一

国1 - 1 5 計画実揚程 と設計点実揚程

3) ポ ン プ形式お よび 口 径の 仮定

ポ ン プ形式お よ び 口径 は
,
1) の ポ ン プ容量の 概略値 と

2) の 仮全揚程を もと に ポ ン プ適用線図等 に よ り仮選定す

る
｡

( 丁) 事業効果

湛水 防除事業の 効果 ほ ,

一 般か ん が い 排水事業 と異な

り
, 事業実施 に よ っ て 防止 し得 る湛水被害 の 予想被害額

を い う こ と と され て い る
｡

そ の 想定 に 当た っ て は
, 現況 に お い て 計画基準降雨 が

降 っ た 場合 に 予想 され る湛水区域に お ける被害額 (事業

に よ り防止 し得 る もの に 限 る｡ ) を 過去 の 被害実績を 勘

案 して 決定す る もの と す る｡

被害額 ほ
, 農業部門と 非農業部門と に 分けて 計上 す る

も の と し, 農作物 に つ い て は 被害額, 農地, 農業用施設,

公 共施設, 住宅 そ の 他 に つ い て は
, 原則と して復 旧額 を

計上 す る｡

な お 被害額 の う ち
,

農業部門の 比率 が50 % 以上 で ある

こ と が , 湛 水防除事業 と して実施す る場 合の 要件 と な っ

て い る
｡

排水管理 施設整備工 事 に つ い ては
, 排水管理 施設 の 設

表1 - 2 水 稲減収推定尺 度表

忘 豊
玉清 水 冠 水

1 ～ 2 日 3
～

4 日 5 ～ 7 日 l
7 日 以上

｡ . ｡ ｡ l ｡ . 3 50 . 1 0 1 0 . 2 0

被 害 時 期

分け つ 期 ～ 移植後2 0 日

以降穂ば らみ 期ま で

穂 は ら み 期

濁 水 葉 先 露 出

濁 水 冠 水

清 水 菓 先 露 出

清 水 冠 水

0 . 2 0

0 . 7 0

半 日0 . 5 0

0 . 1 0

0 . 2 5

0 . 5 0

0 . 8 0

0 . 3 0

0 . 4 5

0 . 8 5

0 . 8 5

0 . 6 5

0 . 8 0

0 . 9 0 ～ 1 . 0 0

0 . 9 0 ～ 1 . 0 0

0 . 9 0 ～ 1 . 0 0

0 . 9 0 ～ 1 . 0 0

出 穂
濁 水 冠 水

清 水 冠 水

0 . 3 0

0 . 1 5

0 . 8 0

0 . 2 5

0 . 9 0

0 . 50

0 . 9 0 ～ 1 . 0 0

0 . 70

熟
濁 水 冠 水

清 水 冠 水

0 . 0 5

0

0 . 2 0

0 . 1 5

0 . 3 0

0 . 20

0 . 3 0

0 . 20
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置 に よ り防止 し得 る湛水被害 の 予想被害額 の ほ か
, 排水

施設整備工 事等 に よ っ て造成 され た 排水施設 に 係 る投資

余剰 (妥当投資額と 実績投資額 との 差 を排水管理 施設の

計画時卓の 金額 に 換算 し
, 原則と して20 年 間分 を計上 集

計 した もの を い う｡) に つ い て も効果とみ なす｡ また
, 排

水管理 施設の 設置に よ り維持管理費が増加 また は 減少す

る場合 に は
,

そ れ ぞれ 効果衝 か ら控除 また は 追加 す る も

の とす る｡ こ の 場合に つ い て も, 原則 と して20 年間分を

カ ウ ソ トす る｡

1) 被害額の 算定

① 農作物 ‥ …

∵米 , 野菜,
イ 草等に 区分 し

, 地区内の

H - A , E - Ⅴ曲線か ら, 湛 水深, 湛水両横 を算出す る
｡

米に つ い て は
,

水稲減収推定尺度表 (表 1 - 2 ) に よ

っ て もよ い
｡

② 農地 お よび 農業用施設 ‥ ‥ ･ ･ 農地 流亡
,

埋 没, 用排

水路 の 欠壊, 法崩れ , 水路内堆砂, 道路欠壊, 路肩法崩

れ , 橋梁流失な ど に 分撰 し
, 被害 実績 か ら推定 して復 旧

額 を 計上 す る｡

③ 公 共用 施設お よ び 住宅 … - ･ 被害実続 か ら推定 し,

必 要単位は , 過去の 実績 ( 市町 村の 消防関係 の 統計資料

等) に よ るか
,

ま た ほ建 設 ( 土木含む) の 災害査定基準

等 に よ っ ても よい
｡

な お
, 住宅 に つ い て は

, 床上
, 床下 浸水 に 区分す る

｡

④ そ の 他 ‥ … ･ そ の 他被害が 予想さ れ る もの に つ い て

も,
上 記 の 要領で 算定す るが

,
2 次被害 は 計上 しな い も

の とす る
｡

農業開発
･ 地 域 間発の 総合建設 コ ン サ ル タン ツ

ヨ:
本 社

東 景 支 社

支 社 技 術 部

海 外事業本 部

仙 台 支 店

九 州 支 店

札 枕 支 店

書 森 連 絡 所

技 術 研 究 所

蓋と水をデザイン する … … 豊富 な経験 と優 れた技術

彗差三 砧 コ ン サル タ ン ツ
取 締役 会 長 久 野 庄 太郎 誓慧警

一
昔豊 渡 辺 滋 膠

政締 役 社 長 久 野 彦
一

芸晶葉晶霊 山 田 光 敏
取締役副社長 長 柄 要
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【和 文】

1

2

3

ボ ン

日

ま え が き … ･ ‥ ･ ･1 9

ポ ン プ の 種炉･ ･ … ‥
… … 1 9

ポ ン プの 分額
… ･ ･

… ‥ ‥ ･ … … 1 9

1 . ま え が き

土 地 改良事業で 造成す るポ ン プ場 は
, 事 業の 目的 か ら

種 々 の 性格を も っ て い る
｡

こ れ らポ ン プ場 に 設置す る ポ

ン プ設備は ｢ ある水量をあ る高 さ+ ま で送 り込む と言う

目的 は 同 じで あ っ て も , そ の 使用方 法は様 々 で あり,
ポ

ン プ設備 の 設置条件, 運転操作方法等に よ り各種 ポ ン プ

を検討す る こ とに な る｡ した が っ て ポ ン プ設備 の 計画,

設計に 当た っ て は , 各種 ポ ン プ の 特徴を 適確 に 把握 し,

ポ ン プ 場に 要求さ れ る 諸条件 を満足 した も の とす る必 要

が あ る
｡

本稿は , 農業用 に 使 用さ れ る ポ ン プ に つ い て ポ ン プの

概要
, 特性を 中心 に ま とめ

,
ポ ン プ設備 を計 軌 設計す

る場合の 検討事項 に つ い て述 べ た もの で ある
｡

2 . ポ ン プの 種類

ポ ン プほ
, 原動機 に よ り駆 動され

,
水 ( 液体) に エ ネ

ル ギ ー を与 え 必要水量 を必 要 な高 さ又 ほ 圧力 まで 連続 し

て 送 る流体磯械 で あ る｡ こ の ポ ン プ を 作用 原理 に よ り分

検す る と図- 1 の よ う に な る
｡

図- 1 に 示す ポ ン プの 種類の うち 農業用 と して多く使

用され る渦巻 ポ ン プ
, 斜流 ポ ン プ及び 軸流ポ ン プに つ い

タ
ー ボポン プ‡

遠 心 ポ ン プ { 望雷雲三三ザ れ プ

斜 流 ポ ン プ 工芸芸慧警芸
ン プ

軸 流 ポ ン プ

ポ ン プ
容 耕 ポ ン プ

特 殊 ポ ン プ{
b ‖云ポ ン プ

非l叶転ポ ン プ

図 - t ポ ン プの 種 頬

一

関東泉政局建設部設計課

次

4

5

6

計設

長 尾 隆
*

ポ ン プ の 特性･ ･ ‥ - … ‥ … … = … ‥ ‥ … … … ･ … 2 1

ポ ン プの 設計･ ‥ … …
… ‥ … ･ ‥ … … ･ ･ ‥ … ‥ … … ･2 5

あとが き ‥ … ･ … … ･ ‥ … … ‥ …
‥

…
･

･
… ‥ ･ … ‥

3 1

て 作用原理 を 述 べ る
｡

( り 渦巻 ポン プ

主 と して遠心 力 に よ っ て 羽根車内の 水に圧 力及び 速度

エ ネ ル ギ ー

を与 え揚水す るもの
｡

( 2
_
) 斜洗 ポン プ

渦巻 ポ ン プ と軸流 ポ ン プの 中間的な 特性 を もち遠心 力

及び 羽根 の 揚 力作用 に よ っ て 羽根車内の 水 に 圧 力及び 速

度 エ ネ ル ギ ー

を 与え, 案内羽 根 ( デ ィ
フ

ユ
ー ザ) で 速度

エ ネ ル ギ ーを 圧 力 エ ネ ル ギ
ー

に 変換 し揚水す るもの ｡

( 3 ) 軸流 ポンプ

羽 根の 揚力作用 に よ っ て 羽 根車 内の 水 に 圧力及び 速度

エ ネ ル ギ ー を 与え , 案内羽 根で 速度 エ ネ ル ギ ー の
一

部を

圧 力 に 変換 し揚水す るもの
｡

3 . ポ ン プの 分類

( 1 ) 羽根車の 形状に よ る分類

渦巻 ポ ン プ
, 斜流ポ ン プ 及び軸流 ポ ン プは , 各 々 羽根

車の 形 状が異 な っ て い る
｡

こ の 羽根車の 形 状を分類す る

の に 比速度 ( 恥) が用 い られ
,

次の 式で表 わ され る
｡

れ一 = れ凛
〝 : ポ ン プ回転数 ( rp m )

Q ‥ 吐出量 ( m ソm i n ) ( 両吸込の と きは与の 値

を と る
｡)

g : 羽 根車1 段当た り の 全揚程 ( m )

こ の 比 速度が 等 しけれ は 羽根車の 形状は 相似形を して

い る こ と を意味 して い る
｡

比 速度 と羽根車の 形状の 関係

を 示す と大略国- 2 の よ う に な る｡ ま た 図- 3 に羽根車

の 外観を 示す｡

比 速度 の 値が 大きくな るに した が っ て 羽根 車の 形状が

半径流か ら軸流形に 移 っ て ゆくが ,
こ れを ポ ン プ の 分頬

で 示す と半径流形及び 混流形の 羽根車が渦巻 ポ ン プ
, 斜

洗形の 羽根車が 斜流ポ ン プ
, 軸洗形の 羽根 車が軸流 ポ ン

プ とな る｡
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表- 1 横軸 と立軸の 比較

横 軸 l 立 軸

n
, の概略値 1 00 20 0 3 00 4 0 0 8 00 1

,
0 0 0 l .

2( 泊以上

ーーーーr
J }

片吸 込渦巻 雨吸込 渦巻 斜流ポ ン プ 軸流ポ ン プ

ポ ン プ ポ ン プ

羽 根車の

形 式 半径波形 混流形 斜流形 軸流形

n .
三 1 Q Q 劫 0 3 0 0 1Q Q 6( 氾 8 (氾 1 . 00 0 之

,
00 0

多段遠心

ポ

ン

プ

形
式

渦巻

斜流

l .5 0 0

細流

図 - 2 〃 一 と羽根 車形式

㊨物㈲
園- a 羽根車の 外観

( 2 ) 吸込形状に よ る分類

吸込形状 に よ っ て は
,

片吸 込と 両吸込 が ある
｡ 図- 2

に 示 す よ う に ル
, が30 0 程度以 下 が 片吸込形 で あ り, 羽根

車の 両 側か ら吸込む 形状の もの が 両吸込形 で ある｡

渦巻 ポ ン プで は , 吐出量が 多く な る と羽根 車の 設 計上

両吸 込形 とな り
,

両 吸込形の ほ うが 同 じ吐 出量, 同 じ全

揚程で は比 速 度が小 さ く な る の で
一

般 に 吸 込性 能が 良く

な る
｡

( 3 ) 段数 によ る分類

段 数に よ っ て は , 単段 と多段 が ある
｡

ポ ン プの 羽 根車

1 個 の 出 し得 る揚 程 は
, 設 計上 ポ ン プ の 種類,

回 転数,

吐 出量 , 吸込揚程 等 に よ っ て 制約 され 限度が あ る
｡ 従 っ

て そ れ 以上 の 揚程 が要 求され る場合 に は
,

2 個以上 の 羽

根車を 有す る い わ ゆ る 多段 ポ ン プ が採用 され る こ とに な

る
｡

( り 軸方向 によ る分類

軸方向 に よ っ て ほ
, 横軸 , 立軸 及び 斜軸が ある｡ 近年

に お い ては , 横軸及び 立 軸が 大部分を 占め て お り, 斜軸

の 実績 は少 な い
｡

立 軸, 構軸 の い ずれ を 採用 す るか は据 付面鼠,
キ ャ ビ

テ ー

シ ョ ン
, 保守点検の 容易性, 操作条件, 経済性等 を

検討 して決定す るが
,

一 般的に は 横軸は 立 軸よ りも価格

が 安 い 上 , 将来の 管理 が 有利 とな る場合が 多い の で横軸

一 立 軸 の 順 で検討 が行わ れ る
｡

横軸 と立 軸 の 比較 を表- 1 に 示 す｡

( 5 ) そ の 他の 分類

羽根 車の 形状, 吸込形式, 段 数及 び 軸方向に よ る分 類

長

所

①停止時に は 主要 部が 吸

水面よ り上 に ある の で

腐食が 少な い
｡

②保守点検に 便利｡

③分解組立 が 容易｡

④ 原動機ほ 横軸の も の が

多 い の で簡単 に 連結で

き る｡

⑤価格 は
一 般 に 安い ｡

①据付面横が 少な い
｡

②羽根車は 多く の 場 合水

中 に あ り キ ャ
ビ テ ー

シ ョ
ン は 起 りに く い ｡

③呼水装置が 不 要の 場合

が 多 く, 始動が 容易で

ある｡

④浸水 に 対 しても原動機

の 保護が しや すい
｡

⑤低 い 水面か らも揚水 で

き る
｡

短

所

(D 据付両横が 大きい
｡

② 吸込揚程が 高 くな る の

で キ ャ ビ テ ー

シ ョ
ン の

危険 が ある｡

③吸 上 の と き呼水装置 が

必 要｡

④浸水時 の 原動幾 の 保護

を 考え る必 要が ある
｡

⑤大 口 径に は 不 向き で あ

る｡
‾

(丑主 要部が 水 中 に あ るた

め 腐食 され や す い
｡

②保守点検が 不 便
｡

③分解組立 に 不 便｡

④横軸の 原動機 を使 う場

合は 歯車装 置等 が 必要

と な る ｡

⑤価格は
一 般 に 高 い

｡

義一2 固定巽ポ ン プ と可動巽ポ ン プの 比較

項 目 l 固定翼ポ ン プ ! 可動翼 ポ ン プ

①羽 根車の 羽根が 固定

され て い る構造｡

造

① 羽根車の 羽 根 が調節

で き る構造｡

②羽根角制御機 構, 制

御 サ ー ボ機構及び 可

動羽根機構が 必 要｡

流量叫
①

完芸三
･

よ三品忘ご
管

i
①

芸票芸冨㌘
に よ る運

① 部分流量 , 過大流量l ①広 い 流量 範囲 に わ た

望
ソ プ列 に お い て ポ ン プ効率! り高い 効率を 維持で

率
が低下 す る

｡ 弓 き る
｡

① バ ル ブ 等に よ る制御

の 場合, 軸動力の 無

駄な 消費が あ る
｡

軸 動 力

①流量 , 揚程 に 見合 っ

た羽根角 度で運 転で

きる の で
, 軸動力 の

無駄 が な い
｡

② 始動 は羽 根角度 を ね

かせ て 行 え る の で低

ト ル ク で 始動 で き,

直入 始 動が 行え る場

合で ほ 電源設 備の 容

量 を 小さ く で きる｡

③排水ポ ン プ等で 軸カ

ー 定制御が 可能｡
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吸込性能l
①

芸芸買警表芸歪霊芝事
①

票忘票買
で 吸込性能

①容易｡

保守点検

(力点検 箇 所 が 多 い た

め , 手数 を要す｡

② 分解, 組立 を行 う場

合, 固定巽 ポ ン プ よ

り時間 を要す
｡

(丑固定巽 ポ ン プ に 比 べ

て 高価
｡

0..
0

[:: 宣 ::コ

三刀 F ー

ー

○

､ ∩

.'
○

( a ) - + 末式 (b) 二 床式

園- 1 据 付 形 式

の ほか に ①固定発と 可動異 に よ る分類, ②据付形式 に よ

る分類等が ある｡ 表- 2 に 固定巽 と可動異 の 比較, 図 -

4 に 据付形式, 義一3 に 据付形式の 比較 を示す｡

ま た/ 横軸ポ ン プ で 電動僚 をポ ン プ胴 体内に 収納 した

チ
ュ

ー ブ ラ ボ ソ プ 等もある
｡

義一3 据付形式の 比較

項 目 I
一 床 式 J 二 床 式

造

①立 軸ポ ン プで
, 駆動

部を ポ ン プの ケ ー

シ

ン グ上部に 直接取 り

付 けた構造 で
一

般 に

口 径1
,
2 0 0 m m 以下

の ポ ン プ でlも 土木

構造が 簡単 な
一

床式

を適用 す る こ と が 多

い
｡

② 土木構造 が 簡単｡

①立 軸ポ ン プ で
,

ポ ン

プと駆動 部とを上 下

別 々 の 床 に 据付 る構

造｡

②土木構造が複雑｡

床 荷 重

① 床面 に か か る荷重は

ポ ン プ及び 水 の 重量

だけ で 決定 され るの

で単純｡

①床面に か か る荷重を

分散 で き る
｡

②推力軸受が ポ ン プと

離れて 上の 床面に お

か れ る構造の もの は

推力が各床面に 伝わ

る
｡

騒 音

(D ポ ン プ及び 電動機を

対象 と した 大きな防

音 カ / ミ ー が 必要｡

①ポ ン プほ コ ン ク リ ー

ト 構造 物に 囲ま れ る

の で
, 防 音 カ バ ー は

電 動機 に 対 して の み

必要｡

振 動

(∋大形 ポ ン プの 場合,

床上 高 さ が 高 く な

り, 振動に 対 し設 計

的に 十分検討 さ れた

構造 を 必 要とす る｡

①大形ポ ン プの 場 合で

も振動 に 対す る安定

性が 高 い
｡

祈 点検!
①

…よ妄;ご㌘
上 げ高

l
①

芸享警慧言霊言霊芸
据付工 事】①据付工 事が 容易｡ ①据付工事 が や や 手数

を要す る
｡

そ の 他

①吐出管を原動機 床面

下 に 収納 で き る の

で
, 原動壊 の 床面 を

広く 利用す る こ と が

で き る｡

②原動枚床面 を洪水位

よ り上 に 設 ける こ と

が でき る｡

ヰ. ポ ン プの特性

( l ) 特 性曲線

ポ ン プ の 性能は ポ ン プを 一 定回 転数 で運転 して種 々 の

臭 っ た 吐出量に 対す る全揚程, 軸動 九 ポ ン プ効率 の 値

を 計測すれ ば 求め る こ と がで き る｡
こ の 関係を 表わ した

もの が 性能曲線 で あ り,
ポ ン プ の 形式が 決 まれ ば,

ポ ン

プの 大小に 関係なくポ ン プ の 性能 を求め る こ と が で き

る
｡

ポ ン プの 性能 上の 特質, 特徴等を グ ラ フ に 表わ した も

の が 特性 曲線で ある
｡

ポ ン プの 特性ほ ポ ン プの 形式,
比

速 度等 に よ っ て 傾向が 異な っ て くる
｡

図- 5 に 各種 ポ ン プの 特性曲線を 全揚 程, 軸 動九 効

率 別に 示 し
, 表- 4 に その 特性の 比較 を 示す｡

ポ ン プ特性か ら各ポ ン プ の 特 徴を述 べ る と次 の よ う に

な る
｡

① 渦巻 ポ ン プ

ー

般 に 渦巻 ポ ン プは , 吐出側の 弁を 閉鎖状態 か ら始動

-

21
- 水 と土 第64 号 19 8 6



2 0 0

18 0

1 6 0

1 4 0

軍

費
12 0

哲
軸

1 00

80

6 0

40

00

8 0

6 0

4 0

2 0

(

訳
)

静

零

ヽ

＼

盛 ･
ヽ

J

で

々
ざ

琴
知;
モ

J 勃

嘩

∂ク

も
/

鬼

＼

＼ ＼

＼
＼

0 2 0 4 0 6 0 80 1 00 1 2 0 1 40

吐 出 量 ( % )

( a) 全揚程

油巻

斜流
l

/ l

Jl

】 l

』

0

0

4
.

2

00

8 0

6 0

4 0

(

㌔
)

有

毒
寺

2 0

0

ヽ

＼

鮎
l

斜流

港

＼

0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 1 2 0 1 40

吐 出 量( % )

(b) 軸動力

楊

程

1 0

5

m

効

率

1 00

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

%

軸
勤
力

3 0

2 0

1 0

1 】

I /

しd
声
｢

(D
- (9 は パ タ ー

β

ン

/ / ヽ

ワ

甘 ヽ

3召 (蓼 4 ⑤

▲
､

↓
P s 1

l
,

l l l l l l

E り P s O

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0

吐 出 量 ( % )
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(注 トーーーーーーーは不 安 定領域 を 示 す｡

図
-

5 ポ ン プ特性曲線

1 0 20 3 0

吐 出 量 ( 肘/ m i n)

( d) 可 掛買 ポ ン プ(例)

表- 1 ポ ン プ 特 性 の 比 較 表

揚水量 と揚程 ¢ ～ g l 軸 動 力 l 効 率

渦巻 ポ ン プ

如 こ対 するg の 変化 ほ少 な く ,

締切 揚程は設 計点全揚程 の 110

～ 1 4 0 % で ある｡

締切軸動 力ほ
, 最高効率点の4 0

～ 8 0 % で 漸次増加 し
, 最高効率

点 を過 ぎる と100 ～ 1 20 % と な る
｡

Q の 変化に 対 して 効率 の 変化 ほ

少な い ｡

斜流 ポ ン プ
渦巻 ポ ン プ と 軸流 ポ ン プの 中間

で ある｡

¢の 変化に か か わ らずほ ぼ
一 定

で あ る
｡

渦巻ポ ン プと 軸流ポ ン プ の 中間

で ある｡

軸流 ポ ン プ

Q に 対す るg の 変化が 大きく締

切揚程 は設 計点全揚程 の 200 ～

3 0 0 % で ある
｡

締切軸動力は
, 最 高 効 率 点 の

200 ～ 2 5 0 % で 漸次低下 し, 最高

効率点を 過ぎて も更 に 低下 す る
｡

最も急峻 な 山型 の 効率曲線で あ

る
｡

可動巽軸流

ポ ン プ

各 々 の 巽角度 に お け る 0 一方 曲

線は 固定翼と 同 じ 巽角度の 増

減 に 従 っ て 任意に 水量 調節 が で

きる
｡

揚程の 変動に 応 じて翼 を操作 し,

水量 を増減 させ て
, 軸動力 一

定

の 運 転が でき る
｡

軸動 力 一 定 の 巽操作 を行 う こ と

に よ っ て
,

Q -

ワ 曲線は 良好な

曲線 と なる
｡
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す る と比較的小 さな 始動 ト ル ク で運転 を開始す る こ と が

でき る
｡

しか し
, 低揚程の 渦 巻ポ ン プ で比速度が 大きな

場 合に は , 弁閉鎖時の 始動 ト ル ク が定 格点 の ト ル ク よ り

も大きく な る場合に ほ , 容量 が 大きく て揚程 の 高 い ポ ン

プの 場合 に は, 弁を 全閉鎖す る付近に お い て振動 や騒音

を 発生す る こ と が ある の で
, 定格水 量の 2 0 ～ 2 5 % 以下 の

範囲で 長時 間の 運転 を行 う こ とほ 極力避けな け れ ば な ら

な い
｡

(勤 斜流 ポ ン プ

ー 般 に 揚程の 低い 横 軸斜流 ポ ン プ は
, 吸上 げ方式に 設

置 され るた め ポ ン プ の 呼び水操作が 必 要 とな る
｡

こ の た

め 吐出側の 弁は 閉鎖 状態 か ら始動 され る こ と が 多 い が

(た だ し
,

吐出管端が 水没 して い る場 合で吐 出側 に 弁を

必 要 と しな い 場合ほ 除 く
｡) 斜 流ポ ン プは, 弁閉鎖時 に

最も高 い 圧 力を発生 して 大きな 始動 ト ル ク を必要 とす る

の で弁 を閉鎖 して 始動す る時間は 極力短く してす みや か

に 弁 の 開動作 を行 う よ う に す る
｡

な お , 立 軸斜流 ポ ン プは , 羽根車等の 主 要部分が水 中

に 入 っ て い る た め に 呼 び操作 を必 要 と せ ず吐 出弁を必 ず

しも閉鎖させ た状態 で始動す る必 要は な い
｡

③ 軸流ポ ン プ

ー

般に 横軸軸流ポ ン プは 吸 上げ方式 に 設置 され るが ,

運転途中な ど で ほ 弁 の 操作 を 併用 させ な い の が 普通で あ

る
｡

こ れ ほ 弁を 閉鎖 して ゆく と ポ ン プ特性が 急激 に 変化

す る不 安定領域 ( 図- 5 ( a) , (b) に お い て吐 出量( % ) が 約

70 % 以下) が あ るた め で
,

こ の 領域 で は ポ ン プ の 軸動 力

も急激 に 変化す るの で 軸流ポ ン プの 運転 中の 弁操作は 行

わ な い よ う に す る こ と が 大切で ある と共 に 締切状態で の

ポ ン プ運転ほ 不 可能で あ る
｡

な お
, 立 軸軸流 ポ ソ プは 羽根車等の 主要 部分 が水中 に

入 っ て い るた め 呼び 水操作を 必 要と しな い
｡

( 2 ) 運転特性

■ ポ ン プほ運 転の 状態, 運転台数等 に よ り特性 が 変化す

る
｡ 代表 的な運転特性 を次 に 述 べ る｡

① 単 独運転

ポ ン プの 運転点 ほ 囲- 6 に 示 す よ う に 揚程曲線と 管路

特性曲線 ( 管路抵抗 と 実揚程 を 加えた も の を 管路特性と

呼ぶ ｡) R の 交点 A
o と な る

｡

械

程

.
工:

亡q

エ

l , ｢ 十字

l =

l
干

上
｢‾

†

:工

L _ 恥

図- 8 ポ ン プの 運転点

A ll

② 管路抵抗が 変化 した 場合の 運転

ポ ン プ設置後 の 経年変化 に よ っ て管路抵抗 が 増加 した

場 合, 管路特性曲線が 点 か ら R
l とな り運転点は A

o か

ら β
0 に移行 し吐出量ほ Q A ｡ か ら ¢β ｡ に減少す る

｡

楊
程

萄
軸 薇

B o
R l

管路降任曲線
A o

/ R

く勺

ココ

Q 8 0

吐 出 量

A o

図一丁 管路抵抗が 変化 した場 合の 運転点

③ 実揚程 が変動す る場合の 運転

吸水位又 ほ 吐水位 の 変動等 に よ り図- 8 に 示すよ うに

管路特性曲線は 上 下に 移動 し運転点 は A
o か ら β

0 又 は

C
o 点 とな る｡ 排水ポ ン プ の 場合 は実揚程の 変動が 大き

い た め に 効率の 高い 運転を 行う に ほ実揚程の 変動幅と 頻

度 を検討 し
, 最高効率点 の 位置を 決定 しな け れ ば な らな

い
｡ 設計基準 ｢ ポ ン プ場+ で は

, 過大 な揚程の ポ ン プ設

備 に しな い た め に ポ ン プの 設計点 実揚程を 計画最高実揚

程 の80 % 程度の 点 に 設定す る こ と と して い る｡

揚
程

H a
l

Ⅲ a
l

B o
R l

C o

R 2

＼

吐出 皇

Q LO

Q A O

Q R O

園一8 実揚程 が変動す る場合の 運転点

④ 同 一 性能の ポ ン プの 並 列運転

複数台 の ポ ン プ を共 通の 管路で 並列運転す る場合 は ,

回- 9 に 示す よ う に 各 ポ ン プの 運転点 は管路特性 曲線 と

合成揚程 曲線 の 交点と 同 一 揚程の β
0 点と な る

｡
また ,

同
一 管路特性 曲線 で 2 台 と 1 台の ポ ン プを運 転 した場合

の 運転点は 各 々 β
】,

β
2 点 と な る ｡ 管路特性曲線 が

一

定

で も,
ポ ン プの 運転点 は運転台数 に よ っ て β

0 ,
β

1 ,
β

2

と変化す る｡

⑤ 性能の 異な るポ ソ プの 並 列運転
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園- 8 同 一 性能 の ポ ン プ の 並列運転

複数台の 性能 の 異 な る ポ ン プ を共 通の 管路で 並列運転

す る場合は, 囲- 10 に 示す よ う に 各 ポ ン プの 運転点は合

成揚程曲線 と管路特性曲線 月
】 と の 交点 A

o 点に 対応す

る同 一 揚程 と の 交点 β
0 ,

C
o 点と な る

｡
こ の 並列運転 で

管路特性 曲線 が 月
】 に な ると 合成揚程 曲線 と の 交点は A

l

と な り ,
こ の 点 の 揚程が 小容量 ポ ン プの 揚程 曲線 の 締切

揚程 よ りも高くな ると 小容量 ポ ン プ は 無送水状態 と な

る
｡

揚

程

吉
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+ -

A
】

R l

管絡特性曲線

B o

B l

C o

C l ＼
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Q 加

Q c o

Q ▲0
= Q 8 0 ＋ Q c o

重出土

P i

T
小

容

量

大

容

量

園- 1 0 性能 の 異 な る ポ ン プ の 並 列運転

( き) 吐 出l 制御

ポ ン プの 運転点は管路特性 曲線 と揚程曲線 の 交点で あ

るが
, 吐 出量 の 制御 は,

こ の 交点 を積極的 に 変化 させ る

こ と で ある｡

① 台数制御

台数制御 は, 複数台 の ポ ン プ を設置 し
, 流量 に 応 じて

ポ ン プの 運 転台数 を適宜 増減す る方法で ある
｡

こ の 方法

は, 吐 出量 の 制御範囲が 大きい 場合に 適す る が
, 制御量

が 階段的 に な る
｡

運転点の 内容は 前(2) の ① , ② と 同様 で あるが , 小数台

の 運転で は 運転点が設 計点か らずれた 過大流量域と な る

た め , 運転条件に よ っ て ほ キ ャ ビ テ ー シ
ョ

ン 等の 検討が

必 要で ある
｡

(多 弁開度 制御

図- 11 に 示 すよ う に , 吐 出弁 を全開 して 運転 した場 合

管路特性 曲線 月 と揚程曲線 との 交点 A
o が運 転点 と な

る が
. 吐出弁を 絞 ると弁 の 抵抗 が増加 して 月

1 とな り運

転点は β
0 点 とな る｡

こ の 場合,
月

0 点の 吐 出量 ¢加 に

対応す る管路特性曲線 点 上 の C
o 点と β

｡ 点 の 揚程差

』あJ が弁 の 抵抗増加 分で あ り,
こ の 吐出量 Q 別 に 対応す

る g
a と d古J と の 比, 即 ち 』り だ け 運転効率が 悪く な る

た め
, 弁開度制御 は 経済的 な方法 とほ 言え な い の で ポ ン

プ設 備の 規模 や制御圧力の 範囲な ど に つ い て 経済的な 比

較を行 っ た 上 で採否 を決定す る必要が あ る
｡
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鼠- 11 弁 開 度 制 御

③ 回転数制御

ポ ン プの 回 転数 を変え ると

Q ∝ 乃 Q : 吐 出量 〝 : 回 転数

g ∝ 乃
2

g : 揚程

P ∝
搾
3

p : 軸動力

の 関係 が成 り立 ち
,

こ れ を 応用 した 制御方式 で ある｡

揚程 曲線が 平坦 で 管路特性曲線 が 水平 に 近 い 場合 に

は
, 少 しの 速度変化に よ っ て 大幅 な流量変化が 生 じて 不

安定 な制御 に な る場合が あ る他, 回 転数 や管路特性 曲線

に 微少な 変化を 生 じて も制御結果 に 大き な変動を 生ず る

格

程

L

揚程曲線
R

一
′

_.
一

一 ′

/

効

畢

軸

勅

力

t
Q l

一

Q o
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】
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周 一 1 2 回 転 数 制 御
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基 本 条 件

① 水量とその変動範囲

② 揚程と ′′

③ 運 転 条 件

④ 設 置 条 件

(9 ポ ン プ形 式 と大 き
さ限界

⑥ 維 持 管 理

⑦ 通 用 規則､ 条令

ポ ン プ 形 式

Ⅹ
ポ ン プ 台 数

水 量 口 径 の 決定

揚 程 の 決 定

回 転

吸 込 性 能 検 討

原動機出力の 決定

ポ ン プ 要項の確定

原 動機 の 検 討

補助機械 の 検討

電 気設 備の 検討

周一1 3 ポ ン プ設 計の 概略手順

こ とが ある
｡ 安定 した 制御を 行 うた め に は急勾配 の 揚程

曲線 を有す る ポ ン プ を選定す る こ と が 望ま しい
｡

④ 巽角度制御

大形の 軸流ポ ン プ及び斜流 ポ ン プ でほ 羽根 の 取付け角

度 を変 えて 揚程曲線を 変化 させ る こ と が でき る
｡ 囲一5

の(d) に 示 すよ う に 揚程の 変化に 応 じて 軸流 ポ ン プ の 巽角

度を変 え, 軸動力
一

定の ボ ン 運転が 可能 で ある｡

5 . ポ ン プの 設計

ポ ン プ の 設 計に 当た っ ては , 次の 事項を 検討 し, 使用

目的に 応 じた もの とす る こ とが 重要で あ る
｡

① 用途 及 び使 用目的か ら要求 され る基本条件を 十分

満足す る こ と｡

② 機器は 信瞬性が 高く, 安定 した 性能で 耐用年数に

十分耐 え るも の で ある こ と
｡

③ 運転操作が 容易 で ある こ と
｡

④ 維持 管理 が 容易で ある こ と
｡

⑤ 周 囲 の 環境に 適合す る も の で あ る こ と
｡

ポ ン プを 設計す る場合の 概 略手順 を示す と国- 13 の よ

うに な る
｡

① 滑巻ポ ン プ

② 斜流ポ ン プ

③ 軸流ポ ン プ

⑥ チ ュ
ー ブラボン プ

① 設 備 菅

② ラ ン ニ ン グ コ ス ト

③ 維持 管 理 菅

④ 操作方 式

(9 制御方式

な お
,

ボ ン 形式及び 口径 の 決定手順 の 詳細は 設計基準

( ポ ン プ場) に示 され て い る｡

以下, 排水 ポ ン プ と して
一 般に 使 用され る低揚程 ポ ン

プを 主 と して ポ ン プを設 計す る場合 の 検討事項等 に つ い

て述 べ る
｡

( l ) ポ ンプ形式 の選定

ポ ン プ形式 の 選定 に 当た っ て ほ
, 表- 1 ～ 3 に 示 す特

徴 を把握 し据付条件,
キ ャ

ビ テ ー シ
ョ

ン
, 保守 の 容易性,

操作条件, 経済性等 を検討す る必要 が ある
｡

ポ ン プ を経

済性 や保守 の 容易性等を 重視 して 選定す る場合 の
一 般的

手順を 図- 14 に 示 す が
, 機場 ス ペ ー ス

, 始動頻度 の 多 い

自動運 転等 を行 う ポ ン プは 設置す る条件, 運 転方法等 の

条件か ら軸方 向が 決定 され る場合が 多い
｡

横 軸 軸 流 ポ ン プ

横 軸 斜 流 ポ ン プ

立 軸 斜 流 ポ ン プ

立 軸 斜 流 ポ ン プ

ー 2 5 -

図- 11 低揚程 ポ ン プ の 選定手順

水 と土 第64 号 19 8 6



9
(

凸

7

6

5

4

全

揚
程
m

立軸 及 び横軸 斜流ポ ン プ 又 はチ ュ
ー ブ ラ ボン プ 立 軸斜流 ポン プ

l

ポ ン プ 口径 ( m m)

2
,
2 00
,
2

,
400 2

,
600 2

,
800

0

60 0 70 0
.
8 0 0

_
90 0 l

.
000 1

,
ZOO

_
1

,
350

.
1

,
500 1

,
650 1

,
800 2

,
000

0 0 7 00 90 0 1

80 0 1
,
00

/ / / / /
5 0 0

30 4 0 6 0 8 0 10 0 20 0 30 0 4 0 0

吐 出量 ( m
3

/ m i n)

図- 1 5 斜 流 ポ ン プ 選 定 図

図 -

1 5 に 斜流 ポ ン プの 選定図を示す｡
こ の 選定 固か ら

吐出量 と全揚程が 決ま れ ば
,

ポ ン プ形式 と 口 径 を求め る

こ とが で き る
｡

( 2 ) ポン プ台数

ポ ン プ台数の 決定に 当た っ て ほ
,

始動頻度, 経済性,

危険分散等を 考慮 しな けれ は な らな い
｡

始動頻度 に つ い て は
, 吸水槽 ( 又 は導水路) の 容量 が

ポ ン プ吐 出量 に 比 べ て 小さ い と ポ ン プの 始動停止 の 頻度

が 激 しくな り, 原動機 の 過 熱や軸受 の 摩耗の 原田と な る
｡

こ の よ うな 時に は 台数を多く し, 1 台当た りの 吐出量 を

小 さく して 台数制御 とす る こ とや 羽根車を 可 動と した買

角度制御をす る と有効 で ある
｡

経済性 に つ い て は , ポ ン プ台数は 設備費と ラ ン ニ ソ グ

コ ス ト に 影響 を与 え る
｡ 設備費 と ラ ン ニ ン グ コ ス トほ ポ

ン プ場 の 立 地 条件, 運転時問, 流量変動等の ポ ン プ場 と

して の 特性 を把捉 して 総合的な 検討を 行 っ て台数 を決定

す る｡ 検討 の 概要は 表- 5 に 示す特徴 を把握 し
, 更 に は

次の 事項 も合せ て考慮す る必 要が ある
｡

① 各 ポ ン プの 運転時間の 均等化 を 図るた め に は 同
一

表- 5 小数台の 場合 の 特質

利 点 l 欠 点

( a)単梯 容量が 大きく な る た

め ポ ン プ効率 が良く な り

動力費が節減 でき る
｡

(b) 口径 を大き く して
, 小数

台とす る と 設 備 費 が 安

く, 設置 ス ペ ー

ス が 少 な

い
｡

( c) 故障国子が 少な くな り,

保守管理 が 容易と な る｡

(a)小流量運転時の 運転効率

が 低下す るの で
, 液量変

動 の 大きな ポ ン プ場 で は

動力損失が 大きい
｡

(b) 1 台故障時 の 揚水能 力の

低下の 割 合が大き い
｡

( c) 単位面積 あた りの 床荷重

が 大きい の で基礎地 盤の

強 さの 検討が 必 要
｡

全
揚
程
m

2

0

･

5

9
0

0

7

6

5

4

3

1

容量 の ポ ン プを 設置す る
｡

② 流量変動 に よ っ て は
, 大小の ポ ン プ を設置 して効

率 の 良い 運転を す る｡

③ 揚程変動の 大きい 場合 は
, 揚程 の 異 な る ポ ン プを

設置す る
｡

危険分散 に つ い て は
, 全流量 を 1 台 で まか なえ ば

, 設

備費を低 減で き るが故障す る と揚水不 能と な るた め , 複

数台とす る 方が 信栃性が 高 くな る
｡ また

, 故障が 許 され

な い 重要 な ポ ン プ場で は 予備横 を 設け る こ と も検 討す

る
｡ 予備機 は短時 間の ピ ー ク カ ッ ト

, 交互 運転に よ る始

動頻度の 低 減に 役立 て る こ とも可 能で あ る
｡

( 3 ) 吐 出l と 口 径

ポ ン プの 吐 出量 ほ
, 流量 と台数に よ っ て 決ま る ｡

ポ ン

プ 口径 は,

一

般 に 横軸の 場合ほ 吸 込 口 径, 立 軸の 場合は

吐 出 口径 で表わ され る｡ 吐 出量と 口 径の 関係 の 目安 と し

て 次式 で表わ す こ とが で き る
｡

か = 1 4 6V す ¢ ‥ 吐 出量 ( m
8
/ m i n )

少 少 : 吸 込 口 の 流速 ( m / s e c)

こ の 式 で 叫 ま吸 込条件が 厳 しい と きは遅 く し, 余 裕

の ある ときは 速く して 設計 され る
｡ 従 っ て ポ ン プ 口 径は

吐 出量の み に よ っ て決 ま るもの で は なく ポ ン プ形式, 揚

程, 吸込性能等 を 考慮 して 決定 され て い る
｡ 設計基準

( ポ ン プ場) で ほ 過去の 実績等 を勘案 して 図- 15 に 示す

よ うな 口径 と して い る
｡

( l ) 全 揚 程

全揚程は 設計基準 ( ポ ン プ場) に 示 され て い るよ うに

吸水位と 吐 水位 の 差 (実揚程) に 管路損失等を 加 え た も

の で 表わ さ れ て い る｡ しか し, 吐 水槽 に 吐 出 され る状況

等に よ っ て実揚程 に 差が あるの で
,

こ れ らに つ い て 述べ

る と 次の よ う に な る
｡

(丑 吐出状況 に よ る揚程
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表一6 吐 出状態 に よ る揚程 の 変化

実 揚 程 は打及水 位 と吐 水
l ∇

位 の 水 位 差 を と り ､ ポ 日a

ン プ の 設 置 高 さ と は無 睾
l

関 係 で あ る
｡

P

吐 出管 が サ イ フ ォ ン 形

8 a

P

成 さ れ る 場 合 は ､ 吸 水

壷∃匝位 と吐 水位 の 水位 差 が

実揚 程と なる
｡

吐 出管 が サ イ フ ォ ン 形

H a J L

P

成 さ れ な い 場 合 は ､ 吸

水 位と吐 出管 の 最高 レ

8 a
号ベ ル と の 差 が 実揚程 と

な る
｡

P

吐水 槽に 吐 出され る状況 に よ っ て 揚程が 変化す る状腰

を表- 6 に 示 す
｡

② 立 軸 ポ ン プの 揚程

立 軸ポ ン プは 吸 込管が ない の で 損失水頭は 吐 出管路 だ

け と な る
｡ 図- 16 に 示す① ～ ②の 範囲内 で 生ずる 損失水

頭は ポ ン プ損失 と して 考え る の で 全揚程の 計算に は加 え

な い
｡ しか し, 羽根車上 部の 揚水管 ( 囲- 16 の ③ か ら④

の 部分) が 長 い 場合 に は ボ ン 7
0

効率に 影響を 与え る場合

が ある
｡

な お
,

大形 コ ン ク リ ー

ト ケ ーシ ン グの 立 軸ポ ン プの 場

合の 全揚程 の 取扱 い は
,

メ ー カ と 協議 して ポ ン プ損失 の

範囲を 決め る必 要が あ る｡

コ:

②
④

⑧

庄)

園- 16 立 軸 ポ ン プの 全揚程

( 5 ) ポ ンプ回 転数 と据付高さ

ポ ン プの 回 転数は 吐 出量, 全揚程, 据付高 さ等 を検討

し決定 され る
｡

特に ポ ン プの 運転範 囲に お い て 有害な キ

ャ ビ テ ー シ
ョ

ン を 発生 しない よ う に 設計 しなけ れ ば な ら

な い
｡ 排水 ポ ン プ等で は運 転範 囲が広 く過大流量 域 に お

い て キ ャ
ビ テ ー シ ョ

ン を 発生 し易い 場合 が多 い
｡

キ ャ ビ

テ ー

シ ョ ン の 発生 しな い 条件は 次式で表 わ され る｡

利 用 〃P 5 g > ポ ン プの 必 要 Ⅳ P 5 甘

利用 ｡ⅣP 5 β = タα- P
γ- れ g ＋ゐぎ

P ` : 大気圧 (10 . 3 3)

P 少 : 飽和蒸気圧 (0 . 3 3)

れ ぎ : 吸込管壬員失水頭

カg : 吸 込高 さ

ポ ン プ基準面が 吸 水位よ り上 に ある と き( - )

ポ ン プ基準面が 破水位よ り下に ある とき( 十)

ポ ン プの 必 要 〃P 5 g =(実車)
り3

ポ ン プ回 転数 ( r p m )

〃き ● g
8/ ▲

”
=

｢ 7 訂

粥 ざ : 比速度

斜流 ポ ン プ

軸流 ポ ン プ

〃 5
= 9 0 0 ～

1 , 0 0 0

〝5 = 1
,
5 0 0 ～

1 , 6 0 0

g : 全揚程 ( m )

0 〃 : 最高効率ノ長の 吐 出量 ( m ツm i n)

5 : 吸込比 速度

斜淀 ポ ン プ 5 = 1
,
3 0 0

軸流 ボ ン 7

0

5 = 1
,
2 0 0

設 計基準 ( ポ ン プ場) で は
, 農業用 と して

一

般 に 使用

され る 比速度 を 斜流 ポ ン プ で 〝 5
= 9 0 0 , 軸流 ポ ン プ で

乃∫
= 1

,
5 0 0 と して 設 計点 に お け る ポ ン プ の 必要 Ⅳ P 5 g

( B 5 p ｡) を算定 し
,

こ れ に よ り運転範囲 に よ る 過大流量

域に H 5 p ｡ を換算 ( H ∫〃) し, さ らに 利用 Ⅳア5 g と比較

( H 言方) して キ ャ ビ テ ー

シ
ョ

ン が発生す るか 否を 判定 (判

定基準) して い る
｡

こ こ で 設計基準 ( ポ ン プ場) を利用 した ポ ン プの 選定

例を 示 す と表- 7 の よ う に な る
｡

な お
, 据付高 さを 決定す る場合は

, 原動機 に 対す る浸

水対策も十分検討 し,
ポ ン プ設備 と土 木施設を 含め 総合

的 に 判断 して 経済的な もの とす る必 要が あ る
｡

( 8 ) 原動機出力

原動機の 出力は ,
ポ ン プ の 運転範 囲に お い て 過負荷を

生 じな い よ うに 次式 に よ り求 め る
｡

P = 慧 ( … )

g : 電動機の 場合 0 . 1 6 3

エ ン ジ ン の 場合 0 . 2 2 2

*
1 k W = 1 , 3 6 P 5

r : 水の 単位体積重量 ( 1 k g/J)

Q : 吐 出量 ( m
3/ m i n )

g : 全揚程 ( m )

ワ♪ : ポ ン プ効率

りg : 減速機効率
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表一丁 設 計基準を利用 した ポ ン プの 選定

設計条件

(1) 排 水 量

(2) 実 揚 程

(3) 最 低 実 揚 程

(4) 配管損失水 頭

n榔

菜
二¢

払

ん

れ

m

紬

一 5

4 .

m

畑

山

捌

程

高

位水

揚

吸低

全

床

最

＼

＼
検討 ポ ン プ形式

＼

塗塾墾旦⊥二二二= ニ

① ポ ン プ 口 径

(琵=…:呈二…二宇)
(参ポ ン プ回 転数

塙二まま:喜:宝)
(卦設計点 に お い て

ポ ン プが 要求す

る正味 吸込水頭

④ 設計点 以外に お

い て ポ ン プが要

求する 正 味吸込

水頭

⑤許 容吸 込実揚程

(式 - 3 . 4 . 3 . 6)

⑥ 判定基準

唱=…:芸:…:冒｡)

＋4

＋2

横軸軸流ポ ン プ

1 , 0 0 0 m m

Ⅳ = 3 2 5 r .p . m .

g 印 ｡
= 4 . 7 m

一旦竺一重- = 怠 = 0
カJ

告= 器 = 0 ･ 1 4 3

q = 1 . 2 7 5

d = 2 . 5

甘さ p = 2 . 5 × 4 . 7

= 1 1 . 7 5

g J
`

= 1 0 . 3 3 - 0 . 33

-

0 . 1 - 1 1 . 7 5

- 0 . 5

= 一2 . 3 5 m

*
吸込管損失水頭を0 . 1 m

と仮定 して い る

g ぎ
g

の 符号 が( - ) であ る

た め不 適 当であ る｡

⊂⊃

面 喫 の

l
く>

の

.4
最 低吸水位

て■7

l

l

l

横軸斜流 ポ ン プ

1
,
0 0 0 m m

〃 = 1 9 5 r . p . m .

g ぎー｡
= 2 , 1 5 m

甘
= 1 . 3 7 5

d = 2 . 6 5

g 5 p
= 2 . 6 5 × 2 . 1 5

= 5 . 7 0

g g g
= 1 0 . 3 3 - 0 . 3 3

- 0 . 1 - 5 . 7 0

- 0 . 5

= 3 . 70 m

*

同左

旦夕一 の 符号が( ＋) で

あ るが g
′

∫一 と の 関

係 を検討す る
｡

g
/

5 月
= 1 . 9 ＋0 . 9

＋0 . 5

= 3 . 30 m

g
′

J . ≦ 凡 才 の 条

件を 満足す るの

で 採用 可能 で あ

る
｡

立 軸軸流 ポ ン プ

1
,
0 0 0 m m

Ⅳ = 3 2 5 r . p . m .

g ∫ 少｡
= 4 . 7 m

q
= 1 , 2 75

d = 2 . 5

g 川 = 2 . 5 × 4 . 7

= 1 1 . 7 5

一方王 g
= 1 0 . 3 3 - 0 . 3 3

- 0 - 1 1 . 7 5

- 0 . 5

方 5 g
= 2 . 2 5 m

g
/

∫g
= 1 . 7 0 - 0 . 5

× 1 . 0

= 1 . 2 0

∴ g
′
5

一 ≧g 5
.

の 条

件 を満足 しな い

の で不 適 当で あ

る｡

立 軸斜流 ポ ン プ

1
,
0 0 0 m m

〃 = 1 9 5 r . p . m .

g 川 ｡
= 2 , 1 5 m

ヴ
= 1 . 3 7 5

d = 2 . 6 5

g J 甘 = 2 . 6 5 × 2 . 1 5

= 5 . 7 0

一方一
`

= 1 0 . 3 3 - 0 . 3 3

- 0- 5 . 7 0

- 0 . 5

β∫
g

= - 3 . 8 0 m

∴ g
′

∫一≧g g . の 条件

を 満足す るの で採

用可 能で あ る
｡

＋4
. 3 仕上 り面

＋2 .
4

最
彗

吸 水位

干

場

( 注) 吸込実揚程 ( g 5 一) が わ ずか な値 で形式選定 に影響す るに は 吸込 余裕水頭( 0 . 5 m ) の 要否 や ポ ン プ回 転数の

再検討等 を行い で き るだ け 経済 的で メ ン テ ナ ン ス に 有利な機種 を選定す る こ とが 大切で あ る｡
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ワ. : 流体継手効率

R : 余裕率

余裕率は
, 電動機 で は 電圧 及 び 周 波数変動,

エ ン ジ ン

で は大気の 環境条件, 背圧及び燃料 の 適否等 に よ り出力

が低下す るた め に 見込む もの で あ り, 電動機 で は多少の

過負荷 に 耐 え る の で 余裕値は 少な い が
,

エ ン ジ ン で は 過

負荷 に な る と運転状態が 不 安定 とな り寿命が短 か くな る

の で余裕値を 大きく と っ て い るの が
一

般的 で ある｡

( り 原動機 の 回転数

原動機 の 回 転数は ,
ポ ン プの 回 転数以下 と な る よ うに

選定す る
｡

な お
, 減速機を 介在 させ る場合は減速比 を 加

味 して 原動機 の 回転数 を決定す る｡ ま た ,
エ ン ジ ン の 場

合は市場性, 配置 ス ペ ー

ス
, 振動, 騒音, 回 転不整率,

減速擁 の 減速比等 を検討 し経済性 も含め て 決定す る必 要

が ある
｡

( 8 ) 原 動 機

ポ ン プ用 の 原動機 と して は
, 電動枚 と デ ィ

ー ゼ ル 機 関

が
一

般 に 多く使 用され て い るが
, 近年 に お い て は ガ ス タ

ービ ン も研究 さ れ て お り近 い 将来 に 使用 実績が 出てく る

もの と 思われ る
｡ 原動棟 の 選定 に 当た っ て は , 使用 目的,

設置場所, 周 囲環境, 制御性, 運転時問, 電源 引込の 難

出
力

(RW )

100 0 0

5 00 0

1 00 0

500

A

B

C

3 60 0 6 00 4 5 0 3 00

回転数 ( r p m )

誘導電動機が 有利｡

設備菅 は高 い が 運転維持 費は 同期電動機が 安 い
｡

同期電動機が 有利

図一1 丁 電動機の 選定目安

表- 9 デ ィ

表- 1 か ご形と 巻線形電動機 の 比較

か ご 形 巻 線 形

造 簡単 や や 複雑

始動電流

500 ～ 6 0 0 %
始動方式の 選択が

必 要 とな る
｡

1 0 0 ～ 1 50 %

始 動 ト ル ク l l O O ～ 1 5 0 % l lO O ～ 1 5 0 ガ

設 備 費l 安価 高価

保 守 】 簡単 や や 複雑

始 動 方 式 l 直入 また は減電圧始動 二 次抵抗始動

始 動 回 数l 少 l 多

易度, 保守 管理 , 経 済性等 を検討 し選定す る
｡

(丑 電動機

ポ ン プ駆動 用 と して
一 般 に 使用 され る電動機 は , か ご

形及び 巻線形誘導電動擁 と 同期電動機 で ある
｡ 図- 17 に

一 般的な選定 の 目安 を示 し
, 表- 8 に か ご形 と 巻線形の

比較を 示す｡

電動機電圧 の 選定 は ポ ン プ揚全体設備に 影響を 与え る

た め , 図 - 1 8 に 示 す電圧 と 出力 の 関係を 考慮 し, 次 の 項

20 0 V

4 00 V

3 k V

6 k V

11 k V

0
. 2 0 . 4 3 . 7 10 3 7 7 5 15 0 50 0 2 00 0 80 00 150 0 0

→ 出力 ( 仰) 3 00 100 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

匡ヨ の 範 剛よあ る程度経済性 を無視 す れ ば技術的 に は

製造 可能な出力範岡で ある ｡

図一川 電圧別電動機 の 最適 出力範囲

- ゼ ル 幾 閑 の 種 類

㌘烏.慧) l 腎
閑
監ヂ 使 用燃料 油 l 始 動 方 式 l 冷 却 方 式

約120 0 以上

高

速

最小馬力 か ら 灯 油

軽 油

A 重 油

手動式

電気式 ( セ ル モ ータ)

空気式 ( ェ ア モ
ー タ)

空 気式 ( 直入 形)

空冷式

水冷式 ( ラ ジ エ ー タ 冷却)

( 間接冷却)

中

速

約500 ～ 1 2 0 0 3 0 0 ～ 1 2
,
0 0 0 油

油

量

重

A

B

空気式 ( 直入 形) 水冷式 ( 間接冷却)

( 直接冷却)

低

速

下以005約 最大

約20 , 0 0 0

油

油

重

重

B

C

空 気式 ( 直入形) 水 冷式 ( 直接冷却)
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日を検討 して 適切なもの とす る｡

( a) 配電系統, 盤構成
,

ス ペ ー ス
, 価格

(b) 配線工 事の ケ ー ブ ル サ イ ズ
, 価格

( c) 変圧器
,

ケ ー ブ ル に よ る電 力損失

(d) 保守性

(塾 デ ィ
ー ゼ ル 機関

デ ィ
ー ゼ ル 機 関を 回転数 に よ り概略区分す る と義 一 9

の よう に な る｡

デ ィ
ー ゼ ル 機 関を設備す る場合 は 次の 事項 を検討す る

必要が あ る
｡

デ ィ
ー ゼ ル 機関の 出力は J I S に よ る標準状態を 基に

した 値を と っ て い るの で 高温 多湿, 高地又 は 台風下の 異

常低気圧等で運 転する と 出力が 規定 よ り低下す る｡

速度制御を行 う場合は
,

オ ー

ル ス ピ ー ド ガ バ ナ が 使用

され る が
一 般 に 製造 され て い る デ ィ

ー ゼ ル 磯 閑は定 格速

度 に 対 し数% の 制御は 許容 され て い るが
,

こ れ を越 え る

場 合は横種 に よ っ て危険速度,

ハ ン チ ン グ等 の 問題 が あ

るの で メ
ー カ と打合せ を す る必 要が あ る｡

一 般Iこ排水 ポ ン プは 減速機が 使用 され るが
,

こ の 場合

で エ ン ジ ン の 回 転不 整率が 大き い と振動や 騒音が発生 し

歯車損傷 の 原因 と な る
｡

( g ) 動力伝達装社

動力伝達装置 は
, 原動機の 出力 と回 転数を ポ ン プが必

要 とす る軸動力と 回転数 で伝達す る装置で 次の 種類が あ

る
｡

① 歯車減速横

ポ ン プと 原動機 の 回転軸方 向や 回 転数が 異な ると きに

使用 される もの で, 平行軸歯車減速幾, 遊星歯車減速機 ,

直交軸歯車減速機等 が あり, そ れ ぞれ 目 的に 合致 した も

の を 選定す る｡

② 流体継手

軸継手の
一

種 で 回 転軸系 の ね じり振動の 防止や 衝撃の

吸収 作用が あ り円滑な動 力¢伝達が で き, ま た
, 流体継

手内の 油量 を 零と す るこ と に よ っ て ク ラ ッ チ 作用 も兼ね

られ る特長 が ある
｡

(参 ク ラ ッ チ

原動機 の 始動時の 負荷 軽減や 保守管理 の た め 原動機 の

動力を
一

時 的 に し ゃ 断す る とき に 使用 され る
｡

④ 軸継 手

原動撥 と 各被動機 の 軸を接 続 し動 力 を 伝達す るもの

で
, 固定軸継手,

た わみ 軸継手, 高弾性軸継手, 自在継

手等が あ る
｡

(1 0) 補助機械( 補機)

ポ ン プ設備を 正 常に運 転す るた めに は , 設備 に 応 じた

機能を 有す る補機 が 必要 と な る ｡

補機は そ の 用 途 に よ っ て
, 複数台の 主 ポ ン プ ( 主機)

義一10 補 機 の 構 成 例

原動機お よび 主ポ ン プ形式

系 統 補 機 名 称
モ ー タ ー 動 エ ン ジ ン 動

軸
プソ

横
ポ

軸
プソ

立
ポ 慧ン撃l 警ン撃

煩分

予

備

機

主 な

付 帯 設 備

プンポ空真
水
統

満
系

｡ l 共通補磯1 有1 補 水 槽

① 冷却水ポ ン プ △ △ 0 1 0

② 潤滑水ポ ン プ ○ ○

③ 封 水 ポ ン プ

冷却水

系 統

○ ○

共通補機 有

温 水 ポ ン プ △ △ 共通補機 l 有

ス ト レ
ー ナ

, 高架水槽

サ ン ドセ パ レ
ー タ

冷 却水槽等

取 水 ポ ン プ △ 】 △ △ △ 共通補機 有

ク ー リ ン グ タ ワ ー △ △ 共通補機 無

清 水 冷 却 器 △ △ 】 直属補機 無

始動 空

気 系統

始 動 用 空 気 槽 ○ ○ 直属 補機 有

空 気 圧 縮 機 ○ ○ 共通補機 有

燃 料
系 統

燃 料 移 送 ポ ン プ ○ 共通補機 有
燃料貯 油槽燃料小 出
タ ン ク

屋内排
水系統

屋 内排 水 ポ ン プ 共通補機 有 l 排水 ピ
ッ ト

( 注) ○ : 設置要
,

△ : 必要 に 応 じて 設置,
× : 設置不 要
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に 共通 に 使用 され る共通補機 と主 撥 毎に 用 い る直属補磯

に 区分 され る
｡

共通補枚の 故 障は 直接運転停止 の 原田 と

なるの で 重要度に よ り予備 掛 こよ る バ
ッ ク ア ッ プ を検討

し, 直属補機の 故障ほ , 設備全体 の 停止 の 原因 と ならな

い の で 通常予備幾を 設けな い
｡

な お , 共通補幾で も信頼性 , 重要 性等か ら予備機 を設

けな い 場合もあ る｡ 表一1 0 に 補擁 の 構成 例を示 す｡

(1 1) t 気設備

電克設備 の 設 計に 当 た っ て は , 負荷設備容量 の 集 計,

受電 々 圧 , 受電方式等の 検討を 行い
, 主 要機器 の 容量 を

算定 して盤の 構成等を 決定す るが
,

ポ ン プ設備 の 単独 操

作, 連動操作, 自動操作の 操作方法や横側操作, 遠隔操

作, 遠方操作 の 操作場所も合せ て 検討す る必要 が ある
｡

表- 11 に 盤構成の
一

例を 示すが
,

こ の 場 合の 条件 は主

表一11 盤 構 成 例

電気室 又 は撥側 l 操 作 室 l 摘 要

コ ン ト ロ ー ル セ ン タ m 面

補 助 リ レ
ー 盤 m 面

直 流 電 源 装 置 f 面

機 側 操 作 盤 n 面

監視盤 1 面

操作盤 1 面

( 注) 1 . m は 補機用 電動機容量及 び 台数に よ っ て 決

ま る
｡

2 . n は 台数に よ っ て 決ま る
｡

3 .
コ ン ト ロ ー

ル セ ン タ は分電盤等 に M C B 等

を 設置 して 省略 で きる こ とも ある
｡

4 . 監視盤, 操作盤 は設備規模が 小 さい と き等

は 1 体 の ベ ン チ 形 に す る こ とも ある
｡

ポ ン プが ェ ソ ジ ン 駆動 で, 補機用 に 低圧電源を 受電 し
,

遠隔操作を 行 う場合 で ある｡

8 . あ と が き

近年,
ポ ン プ設備に も新 材料, 新技術 の 導入 が 検討 さ

れ てき てい る｡ 主 な 点を述 べ ると
,

立軸 ポ ン プの 水中軸

受 は現在,

ゴ ム が 多く使 用 され て い る た め
, 潤滑材 と し

て 清水を必 要 と して い た が , 補撥 の 簡素化を 図 るた め新

材料 ( セ ラ ミ
ッ ク ス) を使用 した 無潤 滑軸 受で ある

｡
こ

の セ ラ ミ
ッ ク ス の 採用 に 当た っ て は ,

セ ラ ミ ッ ク ス の 脆

さ, 適用 規模等を 十分検討す る必要 が ある｡ そ の 他 と し

ては
,

デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン に か わ る ガ ス タ

ー ビ ン エ ン ジ

ン
,

デ ィ
ー ゼ ル 機関の 冷却方式の 簡素化等 が ある

｡
こ れ

ら新材料, 新技術の 導 入 に は, そ れ ぞれ の 問題点を 把返

し, 信頼性, 経済性等 に 検討を 加え る こ と が必 要 で ある
｡

本稿 ほ
,

ポ ン プ設備を 計画, 設 計する と きの 考慮す べ

き事項 を中心 に まと め た が 紙面の 都合上 ポ ン プ設備 の

省 エ ネ ル ギ ー 対策 や ポ ン プ の 運転管理 の 問題等 に つ い て

詳述で きな か っ た
｡ ま た

, 計軌 設計の 細部 に つ い て も

述べ る こ と が で きなか っ た こ とを お わ び す ると 共に
, 今

後, 機 会が あれ は
, 更 に 個 々 の 問題 に つ い て 述べ た い と

思 っ て い ます｡ 今回述 べ た こ とが 業務の 実施に 多少で も

参考 に な れば幸い と思 い ます｡

引 用 文 献

ポ ン プ ニ
ュ

ー
ハ ン ドブ ッ ク (日 本工 業出版)

ポ ン プ ･ 送風機 計画資料集 ( 日本工 業出版)
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ー

ン
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‥
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･
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3 3

2) 騒音, 振動
… … … … … … … … … … ･ ‥ … … …

3 3

1 . 基 本 計 画

揚排水ポ ン プ場は , 河川又 は 水路等よ り導水 し,
ポ ン

プ に よ っ て 高地に 揚げ る揚水機場 と低地 よ り反対に 河川

又 は 水路等 に 排除す る排水 機湯が あ る
｡

ポ ン プ場ほ
, 幾

場上 最.
ポ ン プ設備及び そ の 附属設備よ りな り

,
上 屋は

ポ ン プ設備等を 保護す る構造物で あ る
｡

ポ ン プ場の 計画

を 行 うと きは
, 建築,

土 木, 磯械 , 電気 の 各担 当技術 者

と十分打合せ を 行 う｡
上 屋の 規模は

,
ポ ン プの 形式 と 関

連す るが,
こ れ らの ポ ン プ場の 構成は 土 地 改良事業 計画

設計基準 (設 計
,

ポ ソ プ場) ｢ 以下設計基準と い う
｡ + に

よ る
｡

ポ ン プ場は ポ ン プの 容量
,

揚程, 荷重, 機種 及び

形式に よ っ て
, そ の 設置方 式を 検討する

｡
ポ ン プの 運転,

保守, 管理計画等 に よ っ て 管理 所を 併設 す る こ と が あ る

が
,

ポ ン プ場 の 上 屋は
,

主 と して ポ ン プ童
, 操 作室 , 電

気室, 管理室 等か らな り
,

こ の 様式は ｢ 設 計基準+ に よ

る｡

2 . 平 面 計 画

ポ ン プ茎は ,
｢ 設計基準+ に よ り各機器 の 配置, 保守 ･

点検が しや すい よ うに 平面 計画を 立案す ると と もに
, 操

作室等の 他の 室は , 運転, 管理 等を 考慮 して 必 要な面積

を算 出 し, 上 屋の 平面計画を 立 案す る｡

又 立 地条件 に よ り周 囲の 環 境に 適 した 上 屋と 騒音, 振

動の 対策が 必 要な 場所は, 調査 を 行い 安 全管理 等も併せ

て検討 をす る｡
ポ ン プ場 はご 道路か らの 搬 入 が 容易な位

置 と し,
ポ ン プの 配列は ,

ポ ン プ
, 流体 継手, 減速機 等

各機器が 機能的 に 整然と 配置する
｡

大小 の 容量 の 相違す

るポ ン プを 設置す る場合は , 原則と して は
, 大 きい 方 の

寸法で 計画す る こ と を考慮す る
｡

●
水賢帝開発公団

渡 辺 正 夫
*

6 . 付帯設備 … … … ‥ … … … … ‥ ‥ - ･ ･ ･ ･ ‥ … ･ ‥ … ‥ ‥ 3 3

1) 照明設備 ‥ ‥ … … ･ ･ … … ‥ = ‥ ･ ‥ ･ ･ ･ ･ … ･ … ･ … … 3 3

2) 避雷設備
･ ･ … … ‥ … ‥ ･ … ･ ･ ･ ･ ･ ‥ ‥ ‥ … ‥ ‥ - ･ ･ … ･

3 3

3) 自家発電設備
･

･
… ‥ … ･ … … … ‥ … … … ‥

3 3

4) 通信設 備 - ･
t ･ ‥ ･ ‥ ･ … … ‥ … ･ ‥ ･3 3

5) 給排水 衛生設備
… - ‥ ‥ ‥ ‥ … … … ･3 3

6) 消火設 備
‥ … … ‥ = … … ‥ 3 4

3 . 上屋の 高 さ

上 屋の 高 さは , 設定 され た ク レ
ー

ン に よ り
,

ポ ン プ機

器 の 吊上 げ最大寸法 ( 但 し分解 可能 な もの は分解 した最

大 の 大き さ) を 所定の 余裕を も っ て 移動 で き る高 さとす

る
｡

ポ ン プの 形式 に よ っ て ポ ン プが 2 台以上 と な る場合

の
, 搬入 時の 荷下ろ し

,
上 越 し等は ｢ 設計基準+ の ポ ン

プの 形式 等か ら求め る
｡

I . 構 造 計 画

構造形式ほ
,

ポ ン プ機 器の 容量
, 各補器設備 及び管 理

施設計画等に よ り選定する が
,

立 地条件等 に よ り騒音,

振動の 対策を 必 要 とす る場合は
, 更に 検討す る こ と が必

要 で あ る
｡ 大規模に な ると

,
鉄骨 ･ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト造

と な るが
,

ス パ ン( 梁間) は , 1 3 m 以 上 に な る と梁 の 断面

が 大きく な るの で , 屋 根を P C 版等 又鉄骨 を ラ チ ス に 組

立 る場合が あ る｡
ポ ン プ室 は 地盤面 と 同

一

と な る も の

と , 地 下 室又 は 半地 下室構造 と な る場 合 が あ り , 特 に 地

盤面以下と な る部分ほ, 浸水 に よ る ポ ン プ の 運転不 能や

操作に 支 障に な らな い よ う計画 し, 防水工 法 に つ い て 特

に 検 討す る必 要が ある
｡

又外部, 内部 の 温度差 に よ り地

下室 の 壁面 に 水滴が 生 じやす い の で
,

こ の 温度差 を低減

する工 法 を検討 する こ とも必 要 で あ る
｡

ポ ン プ室 の 基礎

は
,

ポ ン プ横器 や ウ ォ
ー タ ー ハ ン マ 等 に よ り直接基礎,

く い 基礎 に す るか 地 質調査等 に も と づ い て 決定す る
｡

ポ

ン プ宝 は吹抜 きと な る の が多 く各階 の 高 さが 相違す る こ

と が ある の で
, 柱 の 水平分担 の と り方 に つ い て

, 十分検

討する必 要 が ある｡ 基礎 は ベ タ 基礎 と な る こ とが 多い
｡

地盤 の 悪 い と こ ろ ほ杭基礎 と な り , ｢ 設 計基準+ の 基礎の

設 計を参照 して設 計す る
｡
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5 . 機 械 設 備

1) ク レ
ー ン

ク レ ー ン は , ポ ン プ機器煩 の 据付け, 維持補修の た め

設置す る
｡

大型 ポ ン プ の 場合は 走行 ク レ
ー

ン を 使用 し,

小型 の 場合 は ト ラ ッ
ク ク レ ー ン 等を 使用 す る こ と に な

る
｡

こ れ ら の 規模は
,

ポ ン プ の 分解可能な 最大の 重量 に

よ り 決定す る
｡ な お

,
ク レ

ー

ン 点検用 梯子, 踊場は , 労

働安全衛生法 に 準拠 して 施工 す る
｡

2) 騒音 ･ 振動

ポ ン プ場 の 公害防止 と して
, 騒音, 振動 に つ い て 検討

を行 う｡ 騒 乱 振動 の 発生 ほ
,

立 地条件や ポ ン プ設備等

に よ り左右 さ れ る もの で あ り,
ポ ン プ機場計画 に あた っ

て は , 各規制基準値 を 満足す る よ う対策す る こ とが 必 要

で ある
｡

こ れ らは上 屋 で 全体 を 防止 す る こ とほ 困難で あ

る の で
,

ポ ン プ 場各機器 の 騒 音の 低減 を図 る と と もに
,

機器 叛の 配置,
ポ ン プ場 本体,

上屋 の 構造 等か ら総合的

に 対策を 検討す る必 要が ある｡ 上屋 の 構造 では , 開 口 部

を 極力小さ くす る と と も に , 壁, 窓 , 給換 気口 ,
シ ャ ッ

タ ー等に つ い て 対策 を 検討す る こ と も必 要で ある
｡ 振動

iこ つ い て ほ , 管体 と 建物 を 絶縁 さ せ る こ と が 必 要で あ

る｡

1 ,5 00

置 図

8 . 付 帯 設 備

り 照明設備

上 屋 は,
ポ ン プ室 と管理室 に 大きく区分 され

,

一 般的

に は ポ ン プ室ほ 水銀 灯 管理室 に は螢 光灯が 設置さ れ る
｡

なお , 停電時の た め 保安上 必 要な 最小 限の 照度の 照明器

具を 設置 し, そ の 電源は 自家発電に よ るもの と す る｡

2) 避雷設備

建築基準法 に よ り高 さ20 m を こ え る上 星に は
, 保護角

60 度 の 範囲 に 入 るよ う避雷針を 設置す る｡

3) 自棄発電設備

一

般 に そ の 規模は
, 排水機場 の 場合は ポ ン プ運転が 可

能 な容量 と し, 揚水焼場 の 場合は 操作制御用 と照明程度

の もの の 容量 と して 計画す る｡ な お
, 設置 に あた っ て

ほ
, 騒音, 吸排気等 の 検討 が必要で あ る

｡

l) 通信設備

電 話設備, 拡声設 鳳 非常用 放送設備及び テ レ ビ 受信

等に つ い て は
,

上屋 の 規模 等に よ っ て
, 設置 の 有無, 範

囲等 を 決定す る
｡

5) 給排水 衛生設備

湯わ か し室及 び ト イ レ 等ほ 必 要i こ応 じ設置す る
｡ 見学

者の 多い 所で ほ ,
ト イ レ を 見学 者用と して別棟 に計画す
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る
｡ 浄化槽設備は , 汚水 ? 単 独処理 方法 と雑排水 を

一

緒

に 行 う合併処理方法が あ り
,

こ れ らは設置 区域 に よ り区

分 され る｡ また , 排水不 可能な 区域に あ っ て は蒸発散処

理方式が採用 され る場合 が ある｡

8) 消火設備

建築基準法, 消防法及 び 地方条例等 で 設置基準 が あ

り,
上 屋の 規模に よ り各種の 設 置方法 が定 め られ て い る

の で , 注意が 必 要で あ る
｡
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【報 文】

1

2

3

4

な か はま だ

湛水防除事業 ｢ 中浜田地区+ の 水計算手法に つ い て

宗 像 四 郎
*

松 本 紳 治
*

末 永 博
* *

日

は じめPこ … ･ … ‥ ･ ･ … … 3 6

地域特性 = ‥ ‥ ‥ … ‥ ･ … ‥

3 6

地区概 要 … ･ ‥ ･ … ･ ‥ ‥ ･ ‥ ･ ･ ‥ ‥ ‥ ‥ … = ･ 3 6

計画基準値 = ‥ … ‥ ･ ･3 8

1 . は じ め に

湛 水防除事 業中浜 田地 区は福 島県の 最北端の 太平洋に

面 した 海岸平野に 計画され た地 区で ある｡

湛水 防除事 業の 排水 計画 は,

一 般的 に は 河 川の 洪水位

を 計画外水 位と して 計画 され て い るが
, 本地 区は 海岸漂

砂 に よ る 河 口閉塞 が 湛水被害 の 大きな 要因 と な っ て お

り
, 汀線 の 砂丘 高 を 基準 と した 排水計画を 樹立 した もの

で あ る
｡

2 . 地 域 特 性

太平洋と 花崗岩台地で構 成さ れ た 阿武隈 山系 に 狭ま れ

た 浜通 り地方の 海岸平野は 東に 僅か な傾斜 で分布す る第

三 紀層の 谷部を 沖積層が 堆積 し海岸段 丘 を形 成 した平担

面を な して い る
｡

阿武隈山 系 に 源を 発 し太平洋 に 注 ぐ浜 通り地方 の 河ノーl

は 標高400 ～ 5 0 0 m の 花崗岩 台地 か ら0 ～ 5 0 m の 海岸平野

へ 急激 に 移行す るた め
, 河通 が 短か く急流河川が 多 い 地

域特性が あ り
,

文 花崗台の 風化土 砂 を流下 させ
, 低位部

は 3 ～ 4 段 の 海岸段丘 で 形成さ れ て い る｡

浜通 り地方南部Fこ多くみ られ る断崖海 岸は新第 3 紀層

の 凝灰 砂岩 の た め 表面は 風化が 著 しく 永年の 波浪の 激突

に よ り容易 に Ⅴ ノ ッ
チ が 掘 り込 まれ 崩落 して い る

｡

崩落 した 微粒砂 は E N E ～ E S E か らの 波向に よ り長大

な 砂嘱を形成 させ る と とも に諸河川の 河 口 閉塞を もた ら

して きた
｡

こ の 様 な現象 は特 に 浜通 り地方の 北 乱 原町

市, 相馬 市を 中心 とす る海岸平野 に 多くみ られ る｡
こ の

地方特有 の 海象や 地性 に よ り海岸沿い ほ , 排水 不 良地 が

多 く, 永年水 と の 戦 い が 繰 り返 され 多 くの 排水ポ ン プ
,

ゲ ー ト 等 が 設置 され て きた が
, 日本経済 の 発展 とと も

に , 流域 内の 開発 が進み 更 に排水河川 の 河床上 昇や 河 口

閉塞が 顕 著 に な り, 今ま で の 施設 で は対応 しきれ な く な

事
福島県農地林務都農地建設課

事事 福島県原町農地事務所

次

5

6

7

水収支 計算 及 び結果
･ ･ ‥ ･ ･ ‥

‥ ‥ 4 3

施設 規模 の 決定
･

… … ‥
… ‥ ‥ ‥ ･ … … ‥ … ‥ ‥

… ･

4 5

お わ りに … ･
･ ‥ ‥ ･ ･ 4 5

り, 昭和37 年度以来, 湛水防除事業等 に よ り湛水被害の

解消 に 努め59 台 (¢500 m / m
～

¢1 8 0 0 m / m ) の 排水ポ ン

プ を設 置ある い は実施中で ある｡ 本県の 湛水防除事業は

現在 ま で2 5 地区を実 施済 ある い ほ 実施中で あるが, そ の

ほ と ん どが 太平洋に 面 した 海 岸線 に 占め られ て い る こ と

か らみ て
, 海岸平野に お ける湛水防除事業 の 必 要性が 認

識され る と こ ろで ある｡

3 . 地 区 概 要

( り 排水状況及び現況施設

本地 区は
,

浜通 り地方 の 北部, 相馬郡新地 町 大字均木

崎及び 谷地小屋に 位置 し水 田面積 520l氾
, 全体流域面横

121 9 h d の 区域 で
, 東は 太平洋, 北は宮城 県境 の 丘陵地

帯,
西 ほ 阿武隈山系, 南ほ 二 級河川砂子 田川 に 囲まれ て

い る
｡ 地 区内に ほ 東流す る 3 本の 排水路が あ り, 北側 か

ら埼川 ,
三 滝川 , 熊野川の 各排水 ブ ロ ッ ク が存在 し, そ

れ ぞれ 集水 され 河 口 部付近 で 海岸線 に 平行 な承水路 (堵

堀) に よ っ て
,

一

つをこ結ば れ
,

地区外 へ の 排水ほ , 北側

は 三 滝川河 口 付近 に 設置 され て い る喝浜排水機場及 び 堵

浜排水樋門 に よ り三 滝川河 口 へ 排水 され , 南ほ 砂子 田排

水樋門 に よ っ て 砂子田川 河 口 へ と排 水され , そ れ ぞれ 太

平洋 に 注い で い る
｡

これ らの 主た る 排水 施設 は昭和44 年

に 完成 した 湛水防除事業 ｢ 釣師地 区+ に よ り新設 ･ 改修

され た もの で ある
｡

旧況 ･ 現況 の 水収支模式図及び 現況の 施設 ほ
,

図- 1 ,

表 - 1 の 通 りで あ る
｡

( 2 ) 湛水被害の 要因

現施設に よ り被害除去 に 努め て きた が
, 近傍 の 相馬地

域 開発 の 影響 を受け
, 地区内の 開発が 進み , 地 目 変化,

河川改修等 に よ る洪水到達時間の 短縮等に よ り洪 水量 が

増大 してき た
｡ ま た 一 方流域の 開発に よ る土 砂 流出が 原

因で
, 河道 及び河 口 部 へ の 土砂堆積が 著 しく, 更 に波 浪

に よ る砂 の 打ち上 げも関連 して 三 滝川, 砂子田 川の 河 口

が 従前に 比 べ て 閉塞が進み 降水 出水 時の 湛水被害ほ 増大

ー
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C A = 2 7 2 . O b a

拷 川

樗 川排 水樋門

埼

C A = 6 2 9 . Oh a

三 滝 川

C A = 3 1 7 . 8 h a 熊 野 川

埼 浜排 水樋門

将浜排 水機場

砂子 田 川排 水機門

C A = 6 7 7 . 9h a 砂 子 田 川

図- 1 旧況 ･ 現況 の 水収支模式図

表- 1 現 況 施 設
一

覧 表

平

洋

河 口

河 口

排

水

施

設

名 称

( 榛場 ･ 樋門)

施 設 設 置

事業名 l 年 度

流域

両 横

排水 機排水 施門

型 式 l 口 径 l 台数

原 動 枚 規 模

型 式 l 動力 l 台数 排水量l全 舶!実揚程

≡芸…≡芸≡害l
湛

㌍
除 S . 4 4

〝

1 2

ヲ
血

i
横

竿
流 ¢9 00 % 2 台

4 門

≡エ;ヲ
′レ

l48 P S 2 台
1 . 5 1才/ s x

2 台

64 . 5 Ⅰ遥/ s

1 . 4 4 m 10 . 8 6 m

①

②

流域内の 変化 地域の 開発

排水河川の流況変化 j龍城開発

都市化

地目変更

土砂流 出

流出率の増加

( 2 % 増加)

離岸流の 変化

河 口閉寒

( 河口部砂丘 高が

平均0 .1 5 m 上昇)

河床上昇

干潟上昇

図- 2 湛水被害の 要田説明図

- 37 -

流出量の 増加

(1 .6 m
】

/ s 増加)

自然排水能力の 低下

( 外水位 の 高水位継続

時 間が長くなっ た｡ )

溝 7k 面積の増大

△ A = 1 1 1
.
4 - 1 0 4 . 6 = 6 .8 h a

湛水時 間の増大

△t = 5 9- 35 = 2 4 h r
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義一2 降雨 波型発生頻度表

＼ Ⅰ 前方山型 ⅠⅠ中央山型 ⅠIl 後方 山型 そ の 他

山型 □1 血 血 』コ 』 』
1 日 2 日雨 量 の 場合

度数 3 3 1 1 10 2 1 0

計 ( % ) 6 (1 1 % ) 2 1 (4 0 % ) 1 2 (2 3 % ) 1 3 (2 5 % )

埼川樋門

口

太

平

洋

＼
-

＼
＼

＼
-

＼
･

一

間

将川

三滝川 ---･
一

田 蓋垂

熊野川 一･･- ･･

1 三滝川 河

設)

先設)

F7

2 0 血

埼浜 排水機場(

¢9 0 0 m m
X 2 台

Q
=

3 . O m
}

/ s

堵浜排水樋門(丑

B =
4 . O m X 4

直積 排水L =

新設排 水機場

¢1 0 0 0 m m X 1 3 0
p s

¢1 6 5 0 m m X 3 4 0 p s

Q = 8 . 2 m
}

/ s

河 口

l
砂子 田川 l

砂子F 川】

l

園- 3 計画排水系統模式図

30

2 0

1 0

して い る｡

湛 水被害要 田, 計画排水系統は 図- 2
, 図- 3 に 示す

とお りで ある｡

ヰ. 計 画基準値

( り 計画基 準降雨

(a) 基準雨 量の 決定

計画地 区近傍 の 昭和6 年か ら57 年 ま で の52 年間 の 観測

資料 を使用 し
, 岩井法 に よ る確立 計算を行 な い , 2 0 年確

且 3 日連続雨 量の 30 3ⅠⅦ を 基準雨量 と して採用す る
｡

(b) 日配分の 決定

計画降雨の 日分布型の 検討は
, 年 最大3 日連続雨 量 に

つ い て 降雨 山型を調 べ る と表- 2 の よ う に な り, 当地方

は 中央 山 型が 最も多く発生 して い る｡

中央山 型の 発生 頻度は全体 の40 % を 占め
, 次に 後方山

型, 前方山 型の 順に な っ て い る ｡ した が っ て 実績降雨型

表- 3 計画降雨 日配分表

第 1 日 目 第 2 日 目 第3 日 目 合 計

実 降 雨( m ) 】 19 . 0 2 3 0 . 0 4 3 . 0 2 9 2 , 0

同 上 ( % ) 1 6 . 5 7 8 . 8 1 4 . 7 1 0 0

計画降雨( m )】 19 . 7 2 3 8 . 8 4 4 , 5 3 0 3 . 0

R m a x = 2 7 . O m m

1 2 0 12 0 1 2

1 日 2 日 3 日

図- 1 実績降雨時 間配分図 ( 1/ 2 0 確率)

ー
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6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

R m a x
= 5 3 .6 m m / h r

R m a x
= 1 0 . 2 皿 / h r

1 2 0 1 2 0 12

1 日 2 日 3 日

図- 5 降雨 強度式 に よ る 計画降雨 時間分布図 (1/ 2 0 確率)

と して
, 昭和46 年 8 月30 日か ら 9 月 1 日の 日 雨量 292 m

を採 用 し計画雨 量3 03 ⅠⅦ に ス ラ イ ド して 計画降雨 配分を

作成す る と表- 3 の よ うに な る
｡

(c) 時間配分の 決定

理 論降雨 鵬 式 ∫仁 君(号)
≠

に よ り算出 した 結果

と 前項 の 実績降雨 型に そ の ま ま 比 例配分 した結果 の 両方

を比 較 し湛水 解析を 行な う｡

図- 4 , 図- 5 の 検討結果, 受益地 内の 各 ブ ロ
ッ ク ご

と の 湛水時間,
面積は 表- 4 の ように な り, 湛水面積が

大きく
, 被害額が 多い と 予想 され る実績降雨型 の 波形を

採 用す る
｡

( 2 ) 地 区内流 出l の決定

流 出解析手法 に は 種 々 あ り
,

一 般的 な も の と して は 中

安 等の 単位図法, 佐藤等の 流出関数法, 木村等 の 貯留関

数法,
タ ン ク モ デ ル 法, 水田 貯留法, 特性曲線法等が あ

る
｡ 本地 区ほ 地 形勾配 も緩い た め , 低 平水 田地 帯 の 流出

解 析法 と して 知 られ て い る水田 貯留法 ( 別名住 田法) を

採 用 し, 山地や そ の 他の 地目 に つ い て は
, 佐 藤の 流 出関

数法を使 用す る｡

( a) 基底流量

本地 区で ほ
一 般的な 値 と して 次の 流出比流量を採 用す

る
｡

水 田
･ 畑 (耕地) ‥ …

‥ ‥

q
= 0 . 0 8 m ソs/ k m

2

山林 ･ 宅地 ･ そ の 他
… ‥ ･

可
= 0 . 0 2 m

3/ s /k m
2

(b) 流出率

降雨 の 洗出率算定は 地目別 の 流 出率を 用 い て 総合流出

率 を求め る方法を 採用す る｡
こ の 方法 に よれ ば 地目 別の

面積関数が 表現 され るた め
, 流域 の 開発状況や 農地の 転

用 等が 数量 的に 表現で きる利 点が ある
｡ 本地区の 流域 流

出率は 次の 様に な る ｡

地 区内流域 の 流出率 … …

旧 況70 . 6 % ･ ･ ‥ ‥ 現況 72 . 6 %

流域流出量ほ 表 -

5 の と お りで ある｡

( c) 水 田の 流出機構

水田 に 対 して
, 降 雨が あ っ た 場合, そ の 雨水 ほ

一 時 田

面 に 貯留 され, 水田 か らの 流 出は 欠 ロ ( 落水 ロ) か らの

越流量及び 畦畔浸透量 と して表現 で き る
｡

こ れ は 水田 自

身が 洪水調節の 機能保持 を示 す も の であ る｡
こ の よ うな

流出機構を 考慮 した 計算手法 に は, 住 田法や 清野法が あ

り,
こ れ 等の 計算法は , 基 本的に は水 田部か らの 雨 水 流

出量を
,

田面貯留量( Ⅴ) を媒 介変数 と して 示 され る次式

で表現 され る｡

可
= ダ( r

.
,
ア) … =(1)

¢ = q
･ A ＋¢8

… … ‥ … セ)

¢:
一

筆水 田当 り欠 口 越流量 ,
r 一 : 有効雨 量,

A : 全

表- 1 降雨 分布湛水比 較表

実 横 降 雨 型 理 論 降雨強度式分布型

果 ､ノ
■
♭】 譜

t
♭】プ禦

■
♭ 野 川

フ ロ
ッ

ク 譜
l
♭l プ賢

一
♭

湛 水 時 間 ( h r) 5 6 . 3 1 59 . 4 6 0 . 3 6 6 . 0 6 7 . 7 6 9 . 0

湛 水 面 積 (b a) 3 7 . 7 1 3 0 . 8 4 2 . 9 3 7 . 2 1 31 . 1 4 2 . 1
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表- 5 流 域 淀 出 量

＼
ブ ロ

ッ
ク

項 ∴
＼

＼

熊野川 ブ ロ ッ ク 三 滝川 ブ ロ ッ ク

旧 況1 現 況l 差 旧 況l 現 況l 差

将川 ブ ロ ッ ク 流 域 全 体

旧 況】現 況t 差 旧 況t 現 況t 差

最大流出量 ( d / s)

流 域 面 積 ( b )

同上 比流量
( d/ s/ 血

乏
)

1 1 . 0 0

3 1 7 . 8

3 . 4 6

1 1 . 1 0

同左

3 . 4 9

0 . 1 0 2 2 . 0 4

6 2 9 . 0

3 . 5 0

2 3 . 0 0

同左

3 . 6 6

0 . 9 6 8 . 3 1

27 2 . 0

3 . 0 6

8 . 8 0

同左

3 . 2 4

0 . 4 9 4 1 . 3 5

1 2 1 8 . 8

3 . 3 9

4 2 . 9 0

同左

3 . 5 2

1 . 5 5

水 田面積, ¢: 水 田面積 A 当 りの 全流 出量 ¢β : 面積 A

当 りの 基底流量

(1)式 に お い て ア を単位 面積 当り の 田面貯留量 と すれ

ば , ヴ は 同様 に 単位面 積当 りの 水田流 出量 と な り
, 完全

越流状態 で流出す ると すれ は(1)式は

〃 = C ･ 月 ･ が /2 ･ ･ = … ･ ‥
‥ (3)

C : 流量係数,
カ: 越流水深( m ) , ヴ : 単位面積 当りの

流 出量( m
さ
/ s)

と表現で き る｡

次に 田面貯留量 Ⅴ に つ い て 求め る方法は , 〃 を単位

面横 当り の 流出量 とすれ ば , 田 面貯留量 ア は 田面湛水

深 (欠 口 数か ら の 湛水深) ゐ の
一

価関数で表現す る こ と

が でき る｡

ア = ゐ ･ ･(4)

ま た 田面 に お け る連続の 式ほ

r 一
･ d J = d ア ＋ヴd ト ･

… (5)

(4)式 を(5) に 代入 し, 更 に(5)式を 階差式 ( 中心差分近似

式) で表現すれ ほ

竿 ･ 如 (カ
2- カ

1) ＋旦

チ ･ 加 ･ ･ ‥ ･

(6)

こ れ を変 形 して 次式 の よ う に 表現す る
｡

(忠一号) ＋ 竿 =(告＋号ト(7)

カ: 欠 口 数上 田面湛水深( m l n ) , ヴ : 欠 口 越流量( 皿 m /

b r) 血 : 単位時間 ( b r) ,
γ一 : 有効雨量( m m / b r)

添付1
,

2 は 加 時間前後を示 す｡

上 式を解く に は エ ク ダ ー

ル の 解法を 用 い る
｡

い ま ¢ = 告＋号
¢ =去

一

号
と お け は(7)式 は

≠2
=吉( r 句 ･ γ` 2) 叫

と な り
一 般式で 示 すと

¢叫
=号( r `

≠
＋r `

叫 1) 仙 ･ …

(8)

と な る
｡

¢ お よび ¢ は 欠 口 越流水深 ぁ の み の 関数 で あらわ さ

れ るの で
, 有効雨 量 ′書 と 乃 番目 の ¢ が既知 で あれ は

乃＋ 1 番 目の ¢ を 知る こ と が で き ¢= 火力) よ り 〃 ＋1 番

目の 田面湛水深及び 欠 口越 流量 す を求 め る こ と が で き

る
｡

なお 欠 口 越流量 9 に つ い て は任 田 が提案 して い るよ う

に 水 田か ら流下す る排水路 の 通水能 力 Q d に よ っ て 流出

が 抑制 され る｡ なお 排水路内の 流れ は等流状態 で 流れ る

と仮定す る｡

こ の とき の 処 理 方法は

①
､
q

= C ･ β ･ が/2 式に よ る流量 可 を求 め る
｡

こ の 式 は
,

一

般に は β を 10 a 当 りの 欠 口 幅 と して
, ヴ

を m m / b r 単位 で示す次式で表 現 され る｡

す = 3 . 6 × 1 0 0 0 ･ C ･ β ･ が/ 2

ヴ : m m / b r 表示 の 流 出強度,
ゐ: m 単位 の 欠 口 数上 の

水 深,
β: m 単位 の 10 a 当 り欠 口 幅

② 排水路が 支配す る面積 A に 対す る①で 求め た 流

量 Q l を 求め る
｡

0 1
= 志

･ A ･

叶 Q β

A : 排水路支配面積( h a ) , Q 8 : 面積当 りの 基底流量,

0 1
: 流量 ( m

3/ s)

③ 流量 Q l に 対す る排水路等流水位 ( g l) を 求め
,

こ れ が 田 面湛 水位 よ り低 い 場合は
, ①で 求め た q が そ

の まま 流出す る｡ また 逆 に 高 い 場合ほ , 排水路の 通水能

力が 欠 口 流出量よ り小 さく な るた め 田面湛水位 に 等 しい

排水路内水位の と きの 流量 Q d だ け が 田面 よ り 流 出 す

る｡
こ の と きの 欠 口流 出量 甘 ほ

¢ = O d - Q β ( m
さ
/ s)

q = 竿㌣( m 山 r)

と して 修正 す る
｡

以上 の 計算は
,

電算を使 用 して行 な う ｡

( 3 ) 外水位の 決定

( a) 河 口 閉塞の 検討

福 島県沖 の 潮流ほ 暖流 ( 黒潮) と 寒流 (親潮) の 混 じ

る水 域 で あ り
, 収赦 した 波ほ 東に 向い 断崖海岸 の 侵食や

砂嘱 を形成 させ て い る
｡

本県海岸線 の～まば中央 の 大熊港

での 波 向調査 に よ り作成 した 波高別波向出現頻度表を 見

る と E N E か ら E S E の 方向 で 全体の97 . 2 5 % が発生 し

て い る
｡ 季節的 に は 春期に 黒潮が 北上 し,

E S E の 波 向

が増 し, 冬期 に ほ E N E の 方向に 変化 し海岸 に 打寄せ て

い る｡
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表一8 波高 別渡 向出現臓度表

大熊港 ( 東京電 力霜 鳥第 一

原 子 力発電所) に お ける 波高別波 向出現頻度

観測所 : 双 葉私大熊町 観測 期間 : 昭和4 0年 一 昭和53 年 ( 14 ケ 年間)

＼
＼

＼

＼
方 向

波高( m )
､
＼

N N E

封蒜l蒜回数 %数回

ESESE
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発生 頻度の 順 位

9 7 , 2 5 %

本県の 浜通 り
一 帯は 波浪が 高く

, 降 雨暗 (低気圧通過

時 寺) に は , 波浪 に 乗 っ た 東砂 が 河 口 に 砂丘 を形成 して

お り. 河 口 閉塞 に よ る 排水障害を解 消す るた め
. 通常 は

砂 丘 の 一部が わず か に 切 り開 か れ て 河川水が 海に 掟れ 出

て い る か , あ るい は 完全 に 出口 が塞が れ て い る状態の 時

に は
,

地 元 民が 人 工 的に 重機等 ( プ ル ド
r ザ) を 使用 し

て 切 り開く な どの 処 置を行 っ て い る
｡

写 某- 1 三滝 川 河 口堆砂状況

こ の 状 況書こ つ い て 地 元 民 よ り聞き取 っ た結果, 従前 に

比 べ て最近砂丘 を 切 り開く回 数が増 加 してき た
｡

又 , 砂 丘 を切 り開い て も波浪の 影響 で
一

晩 で元 の 砂 丘

に 戻 っ て L ま う現象等も知 れ た
｡

胤 砂 丘 の 高 さは
- 近年高さ を増す傾 向が見 られ る よ

う に な り . 昭 和4 4 年の 先行事業当時 の 砂 丘 高 T . P l . 2 0

m が 今日 で は , 実測 の 結果 T . P l. 3 5 皿 と な り
, 約0 . 1 5

叫馬くな っ て きて い る ｡

木 地区 の 外水位は 河 口 閉塞の 原田 に な っ て い る砂 丘の

高 さと . 洪水時 の 砂丘 の 掃流機 構 とをこ よ っ て 決定 され

る ｡ すな わ ち河 口 部に お い て 波浪に よ り打 ち 上 げ られ た

漂砂が あ る
一 定 の 高さ ( T . P l . 3 5 m ) で 安定 して い る

所 へ 洪水時の 河川 流量 ( ≡ 滝川 河 口 は. ほ と ん どが ポ ン

プ又 は ゲ ー ト に よ る排水 量 で ある) が増 して く る と , 次

第 に 波浪に よ る 漂砂 打ち上 げ 力を 越え て河 川流の 掃流現

象が 発生 し
, 砂 丘 の 高 さ は 徐 々 に 低下 して く る｡ 逆 に 河

川 流宜が 減少 して く る と
, 砂丘 の 低下 ほ 停止 し. 再 び波

浪の 力 に よ っ て 砂 丘 の 高 さが 増 L
. 洪水終了 時iこ ほ一定

の 高 さ で 砂 丘 が 安定 して く る もの と考 え られ る｡

以上 の 現象を 理 論的 に 解明 す るこ と は
. 非常 忙 国難 で

あ る が
, 現地 で の 聞き取 りと 合 うよ う な試算 を既存の 掃

流砂理 論 に 基 づ く実取公 式を 用 い て 計算す る方法 を採用

した ｡ 尚 , 波浪 に よ り打ち 上 げ られ る 流砂量 に つ い て は ,

経験的 な方法 に よ っ て 解 析す る｡

流砂畳 を求め る公式 ( 九 大干拓工学 教室 〔高田教授〕

で の 実験式)

最
= ′† 志 ト … (9)

ロ *

2

r *
=

両 石
r * ≦0 . 1 7 の と き ′= 1 0 0

0 . 1 7 < r * く0 . 4 5 の と き ′= 3

0 . 4 5 ≦ r * の とき ′= 2

景 = 6 ･ 2 5 十 5 ･ 7 5 ね g号
… ¢q

こ こ に q 8 : 単位幅単位時間 当 りの 流砂 畳 . ｡々 : 炒 の

平均粒径.
打 * : 摩擦速度 ( = ノ 面

‾
) ,

〃 : 砂の 密度,

p : 水の 密度, 打 : 昧速,
月 : 径深とす る｡

水 と土 弟6 4 号 19 8 6



波浪 に よ る逆向きの 流砂 量

卵
= C x ( 之0 - 袖)

こ こ に 恥 : 波浪に よ る 逆向 きの 流砂量,
C : 常数,

g o : 出発河床 高,
紬 : 計算時刻か らの 』J 前の 河床高

こ の(9) , 色q 式に よ り求め られ た流砂量 ほ 砂丘 横断面を

台形 と して 上 か ら削 り取 られ る (盛 り上 げ られ る) もの

と して 砂丘 高を 計算す る
｡

次 に 樋門地点の 外水位 ほ
, 砂 丘上 の 越流水深を 近似的

に 限界水 深と して 求め
, 砂 丘か ら樋門地点ま で の 距離が

短 い た め 導水損失を 無視 して
, 限界水深 の 1 . 5 倍の 水深

を外水位と して与 え る もの とす る｡

(b) 外水位 計算結果

計算結果は 国- 8 の よ う に な り , 河 口 閉塞の 原田に な

っ て い る砂丘 の 高さ が概ね g = 1 . 3 5 m で ある｡ した が

っ て 外水位 ほ 砂丘 上 の 越流水位を 求め て 採用す る｡

尚 , 河 口 は潮位 の 影響 を直接受け る感湖河川で ある の

で , 潮 位記 録で 平均小潮満干潮位曲線を 作成 し, 比較 し

た 結果, 潮位 は常時低く本計画 に は 影響な しと判 断 した
｡

樋 門

此由外水位

( C) 河 口 を 固定 した 場合 ( 参考)

河 口 に お い て 掃 流砂理 論を 適用 しな い で 砂丘 高を 固定

し
,

ミ オ 筋を考慮 した 河 口 堆砂形状に て 排水計算を 実施

した 結果 は, 次 の よ う に な る ｡

設計条件 砂丘 堆砂高は
一

定と す る
｡
( 旧 況 T . P l . 2 0

m
, 現況 ･ 計画 T . P l . 3 5 m )

ミ オ筋開 削を した 場合, 敷高 T . P O . 70 m

計算方法 河 口 部の 越流水深は ¢ = C ･ β ･ g
3ノ2

の 式 よ

り求 め る
｡ 樋門あ るい は機場 地点の 外水 位

は( a) と 同 じく越流水深の1 . 5 倍を与 え る ｡

計算結果

(イ) 降雨 に よ る流出量が 顕著 に な る以前と 降雨 流出が

終了以降ほ
, 外水 位 は今回 採用 した 計算法に 比 べ て

低く な り ミ オ 筋部 の 排水効果が 発生 して い る｡

(ロ) 砂丘 上 の 掃流機構 を考慮 しな い た め 降雨流 出が 顕

著な時間帯で ほ
, 外水位は む しろ 高く な る ｡

¢う 旧況及 び 現況の 計算結果か ら見る と
, 湛水状況 に

あま り差が 生 じて い ない が
,

こ れ ほ実態 と の 整合性

砂丘

太平洋

---一 一 Q b c

( 注) 上 図中の Q は排 水樋 門や 排水 ポン プ か らの 排水量 ､ あ る い は砂 子田川の よう に洪水 流出量 が 直接 河 口

に 来 る場合 の 流出等 を含 め た全流 量が 対象 とな る
｡

団- ¢ 極門 (機場) 地 点外水位の 求め 方
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5

外
水
位

砂
川
高
m

0.5

/
､

‾

旧況外水位( 三】亀川堵川 ブ ロ ッ ク)

現況砂川 高

l郎 兄流出量
一 ｢

＼

＼
＼

＼
＼

計画 流出量

＼ 一

＼

＼

計画 砂川高

現況 流出量

/
｢

現 況外7k 位( 三滝川 樗川 ブ ロ ッ ク)

計画 外水位 ( 三滝 川埼川 ブ ロ ッ ク)

旧況砂川 高

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

園一丁 三 滝 川 河 口 砂 州 高

一 42 -

流
量

( 皿
さ/ s)

4 0

3 0

2 0

1 0
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ブ ロ ッ ク 名

熊野川巨馴】馴 合計 合 計 熊 野川巨馴l 馴 l 合計

最低 田面
T P . 0 . 9 0 m

許 容 湛 水 位
( m )

0031 0031 0031α031
仙

川031
許容湛水深

0 . 3 0 m

最 高 湛 水 位

( m )

691 302 212
州

矧02 681
0
0

0
01矧

0
01 ミ オ 筋 あり

9
(

凸

)l 771 481 691 571 671 771 ミ オ 筋 な し

最 大 湛 水 深

( m )

301 69α 301 601 211 6
(

X
Uα

0
0

(
‖

入

Uα ミ オ 筋 あり

770 4
0
0

(

u 98仇 69仇 57α 67α 77∩
"

ミ オ 筋 な し

3
(

h2 ミ オ筋 あ り

ミ オ 筋 な し

最大湛水面積

( b a )

311
0
0

(

h3 ミ オ筋 あ り

A
】01263 73 ミ オ 筋な し

流 域 面 積
( h a)

81210
り
ん720926 713

0
01 8 .210

り
ム720q

い2
ご
U8713 2720q

い
26

表- 8 湛 水 状 況 表

現 況
ブ ロ ッ ク 名

熊叫三 馴l 馴1 合計 熊野川巨滝叫 馴 l 合計 熊 馴 l巨馴】馴 l 合計

基 準 田 面
( m )

0001α001
仙

川001
最低 田面
T P . 0 . 9 0 m

許 容 湛 水 位
( m )

0031 0031 0031 0031 0031 0031
仙

川O31川
川
…031

許容湛水深
0 . 3 0 m

最 高 湛 水 位
( m )

771釧
0
01 481 981 691 771

事
州

α71
【

訓71
*

印は最大値

最 大 湛 水 深
( m )

770訓8∩
い 4

(

】

0
∩

Ⅵ 98
(

肌 69
(

u 57α 67∩
"

*

印は最大値

3a5
*

印は最大値

最大湛水面積
( b a)

流 域 面 積
( h a)

8
(

乱1210ワ
仙720乳26

(

H
)1 7 .381 8 .21

が ない
｡

⇔ 上 記の 結果よ り, 本地区で ほ 外水位 計算法 に掃流

砂理 論を 導入 す るもの と する
｡

5 ･ 水収支計井及び療黒

地区 内に お け る水収支計算方法は, 遊 水池の 連続式 に

よ っ て各時刻の 湛水位, 湛水量等を 算出す る
｡

こ の とき

の 計算基本或は 次式と な る｡

晋= ト 0
… ‥ ‥仏力

こ れ を 差分式 で 次の ように 表示す る｡

』ア = 0 ･ 3 6 ･ d′(
包
ヂ

L
一

也
芸竿)

= 0 . 1 8 ･ d J(J′1 ＋J J2 - 0 ′1- O J2) ･ ･ ‥色カ

こ こ に d ア : 単位時 間内 の 貯留水変化量 (10 1
m

2
) ,

d J : 単位時間 ( b r) d J = J2一書】 ,
J : 流入 量 ( m

8
/ s) ,

0 :

- 4 3 -



将川 ブ ロ ッ ク 最大流 出量

(湛 水水位

(湛 水時 間

(湛 水面積

1 . 7 7 m )

2 3 . 8 h r)

3 5
.
4 h a )

8 . 8 0 m
l/ s

6
. 0 8 m

3/ s (4 2 h r)

三 滝川 ブ ロ ッ ク 最大流 出量 2 3 .0 0 m ソs

(湛水水位 1 . 7 6 m )

( 湛水時間横 23 . 3 b r)

( 湛水面積 2 9 . 4 h a )

7 . 3 1 m
8/ s (3 3 h r)

熊 野川 ブ ロ ッ ク 最 大流出量 1 1 . 1 0 m
8/ s

( 湛水 水位 1 . 7 5 m )

(湛水時 間積
■

2 2 . 9 h r)

(湛水面積 3 6 .
2 b a )

砂 子田 川ブ ロ ッ ク

最大流 出量 2 5 . 0 9 m
8

/ s

遊
水

池

将
堀

将川樋門

将浜樋門

1 . 3 0 m
,/ s ( 40 h r)

三 滝川 河 口

1 8 . 4 6 m
】/ s (4 0 b r)

将浜機 場

3 . 2 5 皿
さ/ s (5 4 b r)

新設排 水機 場
8 . 8 8 m ソs (3 9 h r)

砂子田川樋 門

1 . 6 7 m ソs (4 7 h r)

砂 子田川 河 口

図- 8 水収支計算結果模式図 ( 計画)

基準田面

( T P l .0 0)

現況 最大湛水位

皇 _ _ _
Jエ!旦二旦吐

:

計画基準内水位

(1 .0 0)

ス クリ ー

ン 損失

(0 . 3)

旦些些呈

初期l吸水位

日a

C

( T P O .
7 0)

最低吸 水位

(T P O . 20)

現況最大湛水位

計画基準内水位

初期l吸水位

最低吸 水位

最高吐 水位

最低吐水位

2 . 0 1 m

l . 0 0 m

O . 7 0 m

O .2 0 m

2 . 7 5 m

t ･ 5 0 m ( 吐出管敦高)

( 注) 吐 出管敷高の 決定 堤 防高さ

吐 出樋管上 端

吐 出樋管内空上端

竜 野
考些些些 壁 土二巨!』_

モ

太

平

洋

計画最高外水位(2 . 2 5)

( ＋1
, 500) 吐出管敷高

C : 5 0 c m

ス クリ ー ン 損失: 3 0 c m

吐 出 樋 管 損 失: 5 0 cl n

E a = 2 . 7 5 - 0 . 7 = 2
.
0 5 m

H m a x = H a ＋ C = 2 . 0 5 ＋ 0 . 5 = 2 . 5 5 m

り T p 4 . 3
-

4 .
4 m ( T P 4 . 3 m を採用す る

｡)

… ‥

堤 防か ら1 . O m の カ プリ を とる
｡ ( T P 3 . 3 m となる

｡)

コ ン ク リート厚 ( 0 .3 m ) と すれ ば
､

T P3 .O m となる
｡

吐 出樋管敷高(内空下端) ･ … ･ …

内空高さ H = 1 . 5 m よ りT P l . 5 打l となる
｡

以上 よ り ､ 砂丘 の平均的高さT P l . 3 5 m よ り 0 . 1 5 m 高 い の で ､ こ れ を余裕■とみ なし て吐出樋管敷高をT P l .5 0 m と決定した
｡

図- 9 内外水位関 係図 ( 中浜 田地区)

排水量 ( m
3
/ s) とす る｡

こ の尽力式 に よ り得 られ た 』ア に よ っ て 時刻 J2 に お け

る湛水量 V J
2 ほ次 に よ り定 ま る ｡

アJ2
= アJ 汁 d ア ‥ ‥ ‥

= ‥ = ･ … …

.

‥
… … … … 8寺

こ の 湛水量 アJ 2 が 定ま れば
,

こ の 時の 湛水位 ガタ
2 は

こ の 湛水量 ア を 変数と する 次の 関数 に よ り求め る
｡

- 4 4 - 水 と土 第64 号 19 8 6



g = 犬 r)
･ ･ … - ･ ･ ･

¢ヰ

こ の吐4 式 は
一

般 に は g ～ A ～ ア 関係式 に よ り求め る こ

と が で きる
｡

一

方 , 仏力式の 右辺 に お け る流入量 (′) に つ い て は 4 -

(2) - ( c) で 示 した 流出解 析法に よ り与 え られ る ブ ロ
ッ ク毎

の 洪水流 出量を 与え , ま た 排水量 0 に つ い ては 各 ブ ロ

ッ
ク間の 水位差や 内外水位差 よ り樋 門排水量 ある い は 排

水 路流下量を 流量 公式 等に よ り求め
, また ポ ン プ排水 量

に つ い て は 各時刻毎の 実揚程 か らポ ン プ性能 曲線 を用 い

て排水量 を 計算す る｡

前項ま で の 基準値 及算式 を使 用 し電算処 理 の 結果は 表

- 8 及 び 図- 8 に 整理 され る
｡

8 . 施設規模 の 決定

水 収支計算結果 を基 に , 排水量 ¢ = 8 . 2 m
3
/ s ( 計算中

で ほ最大39 h r 目 0 = 8 . 8 8 m
8
/ s) を採用 し

,
ポ ン プ台数

及 び 口 径配分 は 小洪水等 を考慮 し, 形式の 検討 を 加え以

下の よ うに 水位 関係 及 び施設計画を 決定 した
｡

ポ ン プ型式: ¢1 0 0 0 m / m 横 軸軸流

¢165 0 m / m 〝

建 屋 : 鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト造 り

排 水 路 : 水路 装工 上 = 3 0 0 m ,

原動磯 1 30 P S

〝 3 4 0 P S

A = 3 0 3 m
2

丁. お ぁ り に

以上 が 中浜田 地区の 計画樹立 に 採用 した 手法の 概要及

び湛水被害に 至 る原因に つ い て の 考察を 紹介 しま した
｡

本地 区 の 特 徴は 外水 位の 決定 に 漂砂 が 原田と な る砂丘

高の 掃流計算を 実施 して い る こ とで あ りま す｡

6 0 年度に お い て
, 全体実 施設計 の 作成中で あ り, 今後

さ らに 地区の 実態に 見合う 計画の 検討の 必要性は 感 じて

い ま す
｡

こ こ に 紹介 した事例 が今後の 計画樹立 の 参考に

な れ は 幸い で す｡

丸 島ミ ニ ハ イドロ
た とえわずかな落差でもエ ネルギ ー

は 逃が さな い

〟 A R u S HI M A M IN トH YtIR O

( 小 水 力発 電装置) は
､ 従来 あま り

利用 され なか っ た
､ 低落 差(1 ～ 3 m )

で の 水 力 エ ネ ル ギ
ー

有効 利 用化 の

途 を拓 き ま し た ｡

● 丸 島 ミ ニ ハ イ ドロ の 特長

1 . 低 落 差 か ら 高落差 ま で の 3 機種

を ライ ン ア ッ プ

2 . 通 産省技術補肋 金に よ る 開発

3 . 1 0 0 k W ま で を標 準化

4 . 実機水車の水理研究 所で 常時公開

株式会社 丸島水門製作所

本 社 〒544 大 阪市生野 区鶴 橋1 - 6 - 1 5 ℡( 0 6) 71 6- 8 0 0 1

東 京 支 店 ℡ ( 03 J 242- 1 9 7Z 福岡官業所 ℡ ( 09 2 )4 7 2-5 3 36 仙台営業所 ℡( 02 2 2 畑6-5 4 9 7

札幌官 業所 ℡ rO l l) 22 1- 7 仙 3 大 阪 工 場 ℡( 0 6j 7 1 6- 8 00 1 奈 良 工 場 ℡ ( n7 4 35 )9-2 1 2 1
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1 は じ め に

本地区ほ , 熊本県の 北 部 に位 置 した菊池川左岸 に 国営

事業 と して造成 され た 横島干拓 とそ の 背後 地を含めた 流

域面頓117 8 血カ､ らな る
｡

近年 の 沈域内の 開発 に 伴う流出量の 増 加, 及び 干潟上

昇 に よ る排 水樋門の 能 力低下
,

地盤沈下な どに よ っ て 発

生す る湛 水被害を解 消す る た め
, 横軸斜流 ポ ン プ ( 押 し

込み 型,
口 径15 0 0 皿 × 2 0 0 k w / 台 × 4 台, 総排水量∑¢ =

1 8 . 3 2 m
8
/ s) を設 置する もの で ある が こ の ポ ン プ採用迄

の 経緯 を紹 介す る｡

Ⅱ 計 画 の概要

本地区の 整 準基準 は
, 湛水防除事業計画指針 に 基づ き

干拓1 , Ⅰ ブ ロ
ッ ク ( 図 - 1 ) に つ い て は

, 畑作営農が

可能 とな る よ う無湛水 と し, 許容湛水を 考慮 しな い 計画

と し, ま た 他 の 4 ブ ロ
ッ ク に つ い ては , 許容湛水深 を

ゐ = 0 . 2 0 m と し,
こ の 湛水時間は 1 . 5 日 以内 を 目標 と し

た
｡

こ の 計算-こ使 用 した ブ ロ
ッ ク 割は ( 国- 1 ) の 通 り

で あ る
｡

Ⅲ 計 画 諸 元

(1) 計画基準雨 量

計画基準雨 量 は, 熊 本地方気 象台 の 明治24 年 か ら昭

和5 5 年迄の 90 ケ年 間 の 水文資料 を 統 計処 理 した と こ ろ

1 ･ 5 日 の 湛水 を 許す ブ ロ
ッ ク に あ っ て ほ ･ 去年確率 の

419 ･ 2 叫 無湛水 地 区は去年確率 の 352 皿 と な っ た
｡ 又

こ の 配分方法ほ 原手法調査 ( 農林省構造改善局) を 参考

に した
｡ 降雨 の タ イ プと して は, 過去 の 実測記録か ら最

も多 い 中央山 型 タ イ プと し, 日配分 に つ い て は , 指針 で

は ｢ 3 日連続去確率雨 量 で 中央 山型 の 場合+ と して
,

下記の よ うに 示 され て い るの で
, それ に な ら っ た

｡

*
噸本県玉名事務所耕地 第二課

事*
熊本県鳥改称耕地好

一

課

次

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

排水 計算 ‥ … …･ - ‥ ‥ ‥ = … … … … … ･ ‥ … … … … 4 7

ポ ン プ計画 … ‥ … … ‥ … … ‥ ･ … ‥ … ‥ ‥ ‥ … … … 4 9

あと が き ‥ … … ･ … ‥ … … … … ･ … … ･
･ … … …

… ･5 1

小潮平均潮位

⑳

干拓lI

干拓 Ⅰ

大豊

甲
中
川

知

●
一

大 開

†
十番 一

一

､ -
- -

- 叫

L†八 番 †

京泊Ⅰ

京泊

Il

流域 面積 1
,
1 7 7 . 7 h a

車

第 1 日 目

第 2 日日

第 3 日 目

ブ ロ ッ ク 割

地

区
外

明

図- 1 流域 ブ ロ
ッ

ク 割

2 日連続去確率雨量 か ら日 雨 量去年確

率雨 量を 差引い た もの を 1 日 目の 雨量 と

す る｡

日雨量去確率 雨量とす る
｡

全体雨 量 か ら第1 日 目 と第 2 日 目 を差引

い た残 り とす る
｡

以上 の 解析結果を (表一1 ) に 示す｡

こ れ とほ 別 に 本県に 於け る 降雨 形態 に つ い て調査 した

と こ ろ
, 総雨 量 が 計画 基準雨 量 に 最 も近 く, 分布状況も

指針 に 近い 昭和10 年6 月28 日
～ 3 0 日 の 降雨 型 を検討 した

と こ ろ, 日雨 量配分に 類似 して い る た め
, 今 回は こ の 分

布型を 採用 した ｡
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表- 1

確 率 計 算 結 果 日 雨
′量 配 分 (去確率)

志確率 l 去確率 日 日 l 計 算 式 l 雨 量

日 雨 量

2 日連続雨 量

3 日 連続雨 量

225 . 9

2 9 9 . 7

3 5 2 . 0

2 6 5 . 4

3 5 5 . 4

4 1 9 . 2

第 1 日 目

第 2 日日

第 3 日 目

355 . 4 - 2 6 5 . 4

2 6 5 . 4

4 19 . 2 - 3 5 5 . 3

8 9 9

2 6 5 . 4

6 3 . 9

表- 2

実 側 記 録 配 分 雨 量
区 分 基 準 雨 量

第 1 日 目 第 2 日 目 l 第 3 日 目 第1 日 目 第 2 日 目 l 第3 日 目

去年 352 . O
m m

7 2 . 1
m

1 7 5 , 9
Ⅷ l

1 0 4
皿

去年 419 . 2 9 6 . 5 2 3 5 . 6 1 1 3 9 . 3 8 5 . 8 2 0 9 . 5 1 2 3 . 9

( 但 し実 測記 録の 降雨量471 . 4 m m)

(2) 流 出量

流出量 の 計算 を行 な う に あた っ て
,

本地区に お い て は

水 理的 モ デ ル を作 り諸定数 を決定す る こ とが 困難で あ る

た め , 流出解析法と して よ く使 用 され て い る流 出関数法

に よ り流出量を 計算 した
｡

又 流出率 に つ い ては , 本県 で

は 水 田80 % , 畑60 % , 樹園地70 % ,
山林 65 % , 宅地 100

% , そ の 他100 % の 値を 採用 して お り これ を面積 に 乗 じた

加重平均か ら, 合成流出率を 決め,
こ れ に 面積 と雨 量 を

乗 じて 流 出量 と した ｡

(3) 洪水到達時間

洪水 到達時間 に つ い て も実 測 記録が少 なく,
その 信板

性 も低 い た め , 土 地 改良事業計画設 計基準 ｢ 計画排水+

編 の 流域面積と 洪水 到達時間の 関係を参考 に 検討 した 結

果,
ル チ ノ

､ の 公 式を採用 し
, そ の 計算値ほ 下 記 に 示 す｡

(4) 計画外水位

本 地区の 排水系統は , 各 ブ ロ
ッ

ク 内の 排水路を 流下 し

た の ち地 区の 最低位部 に 存す る潮遊他 に
一

時貯留され な

が ら徐 々 に 湛水 が 始ま る
｡ 幹線排水路で あ る甲中川の 水

位が低下す る と , 各ブ ロ
ッ クの 既設樋門か ら自然排水 さ

れ, 本川 ( 甲中川) を流下 した の ち, 国営事業 ( 横島干
B E

拓建設事業) で 築造 され た 干 拓 2 号極門 ( 2 . 0 × 1 . 8 × 1 2

連) よ り外海 で ある 島原湾 に 排水 され る機構を 呈 して い

表- 3

到 達 時 間

干拓 ブ ロ
ッ ク ( t . 1 ) 1 . O b r

明 豊 大 豊 ブ ロ
ッ ク 2 . O h r

明 丑 ブ ロ ッ ク 1 1 . O b r

9 番 ブ ロ
ッ

ク 1 1 . O b r

る ｡
こ の た め

, 排水解析 に 必 要な 外水位条件 と してほ(イ)

外潮位 曲線(ロ) 甲中川の 時間別水 位,
が 必要 と なる｡ な お

排水系統 図を下記 に 示 す｡

( a) 外潮位曲線

図- 2 に 示 すと お り
, 外潮位 と して 島原湾の 潮位変動

を知 る必 要が あ るが
, 本地区附近 に は 検潮施設が な い た

め
, 近傍潮汐資料が 比較的整備 され て い る三 角港の 実測

資料 を用 い る こ と と した
｡ 潮 位は約19 年 周期 で あるが 今

回 ほ
一 部資料不 足 もあ っ た た め そ の 中か ら過去10 年間 で

( S 4 4 年 ～ S 5 3 年迄) 降雨 量 の 多い 6 月 ～ 7 月 の 上 , 下

弦 前後 3 日間の 満潮及び 干潮 位の 平均値 を求 め た
｡

又 日

潮 不等 と な っ て い るた め , 干潮 位の 高, 低 2 種 の 平均値

を算 出 し, そ れ ぞれ に つ い て 確率計算 を行 な っ て 合成潮

位 を作成 した ｡
こ の 潮位を降 雨 分布状況 ( S l O 年 6 月28

日 ～ 7 月 2 日) と 対応 さ せ な が らこ れ に 近い 実測潮 位を

抽出 し計画外潮位 と した ｡

(b) 甲中川 の 時 間別水 位

干拓 2 号樋門を 起点 と して
, 各排水樋門位置迄の 水位

を 解析す る必 要が ある た め洪水流 の 水面追跡を 不 定流計

算 に よ り行 っ た
｡

こ の 解 法に あた っ て は 種 々 の 方法が あ

るが , 今回 は時 空 間 と も中心 差分を と り
, 流速 ( 流量)

と水 深 ( 水位) を 交互 に 求 め て ゆく手法,
つ ま り , ひ と

つ とは し ( か え る飛び) に 変量 を求 め る L e a p ,
F r o g ,

M e th o d を 用い て
,

d ∫
= 2 0 0 m 間隔 に よ り各地点の 時間

的な 水位変化 を算 出す る方法 と した
｡

Ⅳ 排 水 計 算

現況 の 排水方式 は
, 外潮位 の 変動に 応 じて 開閉す る

干拓2 号樋門と
, 既設 の 排水擁 ( 2 号排水機 場 ¢ = 2 . O

m
3
/ s

,
3 号排水枚場 ¢ = 0 . 9 6 6 m

3
/ s) に よ る機 械排水 の

併用 方式で ある
｡

こ の 水収支計算は 古一Ⅴ 曲線 か ら 内水

一 47 - 水 と土 第64 号 19 8 6



3 号排水機(既 設)

Q = 0 . 9 6 6 血ソs

†

釜 書
蔓 諾最 大開 導水 路 (1)

大 豊穂門

明 豊大豊流域

Fl
十番 肘つ

2 . 明豊樋Fl

㊥

干拓 Ⅰ流域

十 号樋Fl

干拓ⅠⅠ流域

⑤

島

原

湾

2 号排水機(既 設)

Q = 2 . O m ソs

一 一 (計画 横場予 定地

･
- - - - -

- 0 ■‾■■̀■
-
●

干
拓
2
仁コ

‾ヲ

樋
門

暗
渠
(1)

京泊 流域

京
泊
暗

'

l

† †

八手流域

八 一 t
番
暗
渠

(2)

十 番
1 .

薦 墓魯一 瑚 攫 富野- - ⑤一 億 -
｢

③ 一

笹著
門

九 香淀墟

明 丑樋門

明丑 流域

甲ま川

図- 2 排 水 系 統 図

表- 1

雨 量

確率 l 降雨 量

区別 ブ ロ
ッ ク 割 芸芸l霊水≡l芸芸i霊水…l芸芸

干拓 ブ ロ ッ ク l 志l 352 ･ 0

皿

l竺0 ･ 9 2l竺0 ･ 9 2l ll

b r

l -

0 ･ 8㌢l ll .才
a

l
〝 Ⅱ 〝 l 〝 ト 30 - 1 ･ 叫 49 l

-

1 ･ 0 7】44 ･ 6 一
明 星 ･ 大 豊l 去1 4 19 ･ 2 - 0 ･ 50 卜0 ･ 3 0 5 7 】 0 ･ 0 2l 6 6 ･ 3 事
明 丑 t 〝 1 〝 0 ･ 0 5 0 ･ 2 5l 45 0 ･ 8 0l 45 i
九 番 〝 t 〝 ト0 ･ 1 0 0 ･ 1 0l 59 0 ･ 5 4, 40 ･ 4 l
外 平l 〝 〝 】 0 ･ 叫 1 ･ 叫 58 l L 21l 20 ･ 5

表- 5

量雨

量雨降率確

区 別 ブ ロ
ッ ク 割

基

田

準

面

許 容

湛水 位

湛 水

時 間

最 大

湛水位

湛 水

面 積

干拓 ブ ロ
ッ ク Ⅰ

1

面
0り

】53 029慌29α

E L
-

b r

f ｡

m

l ｡

h a

計

一

幽

〝 Ⅰ 〃 〝 031 031一 031一

明 星 ･ 大 豊
1

盲
419 . 2 05∩

Ⅵ

(

U3仇一 92 6
(

U
n

∽

一

56 . 3

明 丑 52∩
い500

九 番 01001仇一 10α一 4 . 2

外 〃
屯

丁 92001
(

U8
(

U 1 31 1 1 . 6
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位を 求め る方法と し, 甲申川 と各 ブ ロ
ッ ク の 内外水位及

び , 潮遊池 と 外海の 内外水位差 に よ っ て 開閉す る樋門流

出量 の 変化 を 計算す る方式 を採用 した
｡

又解 析 に 使用 し

た 公式 は

a ) 引揚げ 戸付排水門の 流量

満 流 ¢ = 〝β加 ノ 面

常 流 Q = 〝βg ノ 面

限界流 0 = 1 . 7 JJ βg g
8/2

〃 = 1 . 0 4 ～ 1 . 1 1

β
= 1 . 0 0 ～ 1 . 1 3

〝
= 0 . 88 ～ 0 . 9 4

0 ; 流 量 ( m
a/ s e c)

β; 水門巾 ( m )

g ; 外海水 位 ( m )

g g ; 地 区内水位 ( m )

d α ; 水 門の 高 さ ( m )

∂ ; g g- 1 . 0 3 g ( m )

〃 ; 流量 係数

g ; 重力の 加 速度 ( m / s e c
2
)

b ) 招き戸付排水 門の 流量 公式

満 流 Q =

プ朗 〃ノ 面

常 流 ¢= γβg ノ 面

限界流 ¢ = 1 . 7 J, βg g
さ/ 2

口 頭 ]

控 竿
郎

動水勾配

__ 担 担 任

→ 二土些
_
塵塵些歩位

L = 2
,
3 00 m

i = 1 / 3 , 5 00

h = 0 . 6 6 m

⊂ 頭

号一
旦 墾 阜準些

- 1 .3 0 計画基準内水位

最低 圃場面標高

L 土⊥1 0

ヰ ニ L 空__
至遡聖水位

_ 妄 ⊥ 旦
_
垂些堕 水位

(土地改 良事業計画基準第 3 部設計, 第 6 編海面干拓第

4 章排水公式 4 , 6 ～ 4 , 1 1 公式) を準 用 し, Ⅳ の 計画

諸元 に 基づ き解析 を行 な っ た と こ ろ 現況 の 計算結果は 下

記 の 通 り とな っ た
｡

Ⅴ ポ ン プ計画

表- 4 の 現況排水計算結果 よ り
,
( 皿) で述 べ た 計画 の

概要内むこ納め るた め に
, 試算 を繰返 した 結果 は( 義一5 )

の 値と な っ た ｡

(1) ポ ン プの 設計

( a) 吸 水位

ポ ソ プの 吸,
吐 水位の 設定 に つ い てほ

,
ポ ン プ計画技

術 マ ニ
ュ ア ル 及び 土 地改良事 業計画設計基準 (設計,

ポ

ン プ場) に 準拠 した
｡ 甲中川排水横場は 許容湛水深を 考

慮 した ブ ロ
ッ ク の 排水 を 受け るもの で

,
2 3 00 m の 導水路

区間が あるた め こ の 動水勾配と 吸 水前の ス ク リ ー ン ロ ス

を控除 した 値を 初期吸水位 と した
｡

又最低 吸水位 に つ い

て は
, 導水路区間の 延長が長く 勾配も志と比較的 に 緩

や か で あるた め 洪水初期の 小流量 に 対 して も運 転可能 な

こ と等 を考慮 し, 初期 吸水位か ら0 . 50 m 下 げた 位置 に 設

定 した
｡

又 干拓 ブ ロ
ッ ク Ⅰ , 1 用 とな る新栄排水轢場に

＋2 .8 5
最高吐水位

, ＋2 .8 0 設計高潮位

ゝ1 .6 計画 ピ
ー

ク 吐水位
,

＋l .4 7 計画 ピーク 外

章
一0 ･ 8 1 最低外水位℡- 0 .

戸
r ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

6 最低叱 7k 位

土主聖 最 高吐 水位
,

＋2 .8 0 設計高潮位

i L 蛭Z 計画 ピータ吐水位 こ ＋1 . 4 7 計画 ピ
ー

ク外

- 0 ,5 6 最低吐水位
基
- 0 ･8 1 最低外水位

〕

園- 3 吸水位 ･ 吐 水 位関係図

表- ¢

水位

水位

排 水 扱 名 ′ 実 揚 程

最 高 実 揚 程

甲中川排水 機

2 . 85 - (一1 . 9 4) = 4 . 7 9 m

計画最高実揚程 1 . 6 7
一 ( - 1 . 9 4) = 3 . 6 1 m

設 計 点 実 揚 程 2 . 5 3 m

最 高 実 揚 程

新 米 排 水 機

2 . 8 5- ( - 1 . 9 4) = 4 . 7 9 m

計画最 高実揚程 1 1 . 6 7- ( - 1 . 9 4) = 3 . 6 1 m

設 計 点 実 揚 程 1 2 . 7 3 m

一 49 - 水 と 土 第64 号 19 8 6
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つ い て ほ , 無湛 水が 目標値 とな っ て い るた め初 期吸水位

ほ 最低閻場面 標高か ら0 . 5 0 m 程度低 い 水位 とす る こ と が

望ま しい と な っ て い る が
, 今回 は 計算の 過程で 計画基準

内水位を 計算内水位が 下廻 る 状況 と な っ た の で
, 同 一 焼

場内 に 於け る機場工 構造 の 複雑化等 を勘案 して
, 甲中州

排水機場 に 合せ た
｡

(b) 吐水位

吐 水 位ほ , 排水樋門に よ る自然排水 と,
ポ ン プ排水を

併用 す る場合ほ 小潮 時の 平均 高潮位 と な っ て い るた め
,

これ に 準 じた ｡ 又 最高吐水 位の 決定 に つ い て は
, 本地 区

で は 過去の 記 録か ら最高暴潮位は E L ( ＋) 3 . 6 0 m と な っ

て い るが
, 今回 の 湛水解析 で は 去確率で 計算を 行な っ

て お り, 大潮 平均高潮位 E L ( ＋) 2 . 8 0 m を設計高潮位 に

採用 した
｡

しか しE L ( ＋) 3 . 6 0 m に つ い ても ポ ソ プの 性

能 曲線 の チ ェ ッ
クは 行な っ た

｡

こ の 吸 水と 吐 水 の 水位関 係は前記 の (図 -

3 ) の と お

り とな っ た ｡

( C) 実揚程

実揚程 に つ い て は , 図- 3 の 水位 関係 よ り , 各 々 の ケ

ー ス に よ る揚程ほ 前記義一6 の よ うに な る が
, 今回 設計

点実揚程の 決定に 際 して は
, 湛水 解析の 平均所要排水量

と ポ ン プの 平均吐出量が 一 致す る ま で
, 繰 り返 し演算の

結果 か ら最適値を 求め た ｡

(d) 台数 と型式及 び 口 径の 決定

排水 計算 の 結果か ら, 干 拓 ブ ロ
ッ ク Ⅰ

, 1 用 と して潮

遊池か ら排水す る新栄排水 機 (¢ = 4 . 32 が/ 5) と , 甲中

川 本川用 の 甲中川排水機 ( 0 = 1 4 . O m
a
/ s) が 必 要と な っ

た
｡ 又 ,

口 径及び 台数の 決定に あた っ て は , ①両 者の 応

援稼動 が地 形的条件 に よ り不 可能 な こ と② ポ ン プ の 建設

費及び 維持管理 費の 軽減③ 故障時 の 危険分散等 を考慮 し

た 結果, 横軸斜流ポ ン プ 口 径1 50 0 m m X 2 0 0 k w / 台 を 4 台

と決定 した
｡

( e) ポ ン プの 型式及び 原動機の 選定

ポ ン プ の 型式 に つ い ては
, 下記の け) ～ ¢うの 三点 を主 体

に 比 較検討 した 結果 よ り ｢ 押 し込 み塑+ ( ス ネ
ー ク タ イ

プ) と し,
こ の 原動機ほ モ

ー タ と な っ た
｡

(イ) 干拓 ブ ロ
ッ

ク t , Ⅰ地区 ( 無湛水地 区) の 地盤沈

下が ま だ続く と推定 され るた め , 1 日 数回 の 間断運

転の 必要 が 生 じる 可能性も考 え られ る こ と か ら
, 故

障の 原因と な る真空 ポ ン プ や , そ の 他補機類が 少な

い こ と
｡

(ロ) 冷却水 に 使用す る水源が . 含有塩 分濃度 の 問題 な

ど水質不 適条件 な どか ら, 取水困難と な っ て い る た

め , 冷却 水が必 要 で な い 方式で ある こ と
｡

¢う (イ) の 条件な どか ら自動運転 が必要 とな るた め運 転

操作 が簡単 で しか も保守点検が 容易で ある こ と｡

な お こ の ポ ソ プ場の 概略配置状況は 図 一 4 の 通 りで あ

る｡

Ⅵ あ と が き

今回 の 押込み 型式 ポ / プ採 用に あた り
, 通常 の 吸上 げ

タ イ プと 比較 して(イ)土木工 事費 に つ い て は 若干安価 に 出

るが , 軟弱地盤地帯 で は磯場構造 が複雑 なた め 施工 が 難

しい
｡ ( ロ) ス ネ ー ク タイ プ の た め, 機場 ス ペ ー

ス が 狭い
｡

又停電対策と して 非常用予備発電装置 (12 5 0 k V A ) を

現在検討 して い るが
,

これ が 排水 幾製作据 付工 事価格 に

占め る割合が25 % 前後 ( 15 0 0 0 0 千 円) と , 高額 に な る
｡

買電 に よ る2 回 線受電 は費用 が工 事価格 の 8 % 前後で 済

む もの の
, 基本料金の 割増 と, 完全 な る停電対策 とな ら

な い こ と か ら
, 現在鋭意検討の 段 階ケこ ある｡

-
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1 . は じ め に

湛水 防除事業 に よ る排水 焼の 基礎工 法に ら い て は , 土

地 改良事 業設 計基準 ( ポ ン プ場) に よれ は
, そ の 基礎形

式に よ り
. 直接基礎, 杭基礎,

ケ ー ソ ン 基礎等に 分類 さ

れ る｡ 又 直接基礎ほ,
フ

ー チ ン グ基礎,

ベ タ 基礎及び 浮

基 礎が あ ると され て い る
｡

基礎工 法 の 中 で , 近年圧倒的

に 多 い の が杭 基礎 で あるが
, 軟弱地盤で , しか も地盤沈

下 地帯 であ る 当地 方 でほ , ¢7 0 0 ～ 20 0 0 m ¶程度の 中規模 の

排水機場を 設置す る場合, 地形上 低揚程で 済む た め
,

チ

ュ
ー ブ ラ ボ ン プを 使用 し, 基礎ほ

, 囲 い 矢板方式 に よ る

浮基礎工 法を 採用 して きて い る例 が 多 い
｡

当地方の 地 質状態 で は , 期待で きる支持 層が30 ～ 4 0 m

と深 い た め
, 浮基礎工 法ほ

, 杭基礎 に 較 べ 経済的 であ る

し, 地盤沈 下に 対 して ほ , 地 盤 と
一

体的に 沈下す る た め
,

良

木
幽
甘

津
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名

2 二
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宮

伊
勢
湾

養
老

断
層
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‥ … ･5 5

ま と め ‥ ‥ ‥ ･ 5 8

基礎杭の よ う な,
い わ ゆ る抜上 が り現象を 生 じな い 点が

有利 で ある
｡

一

方 , 軟弱地盤上 に 浮い て い るた め
, 不等

沈下 に 対す る問題や , 地 震時 の 液 状化 現象に 対す る心 配

が あ り
,

こ れ等 は 明確 に 分析で き な い 点が 多 い
｡ そ こ で

,

当地方で 施工 され てい る開い 矢板方式 に よ る浮基礎工 法

の 概要と ,
い く つ か の 排水機場 を調査 した 結果を 報告 し

て
, 参考 に 供す る こ とと す る

｡

2 . 当地域 の 概要

当地 方 ほ , 名古屋市西 方の 尾張平野西 南部に 位 置 し,

木曽川 左岸 に 展開す る平坦
.
な 地 域 で , 海抜 O m 地 帯 と な

っ て お り
, 伊勢湾台風で 大きな 被害 を受け た と こ ろ で あ

るが , 昭和36 年頃よ り地 盤沈下 が激 し くな り
, 昭 和36 年

度 か らの 定点観測水 準点 で は
, 最大 1 m 40 c m

､ 楓部的 に

ほ 2 m 7 0 c m も沈下 して い る
｡ 地盤沈下 に よ る 影響で土 地
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改良施設も各所 に 被害を 受け , 当地 域 の 防災の 要 で あ る

首 余 に 及ぶ 排水機場で は , そ の ほ と ん ど に 抜上 が り現象

が起 り
, 揚程の 不 足や ,

ポ ン プ機場工 と吐出樋管部の 接

合点で の 切断と い っ た 障害 が生 じ 維持管理 費の 増大や

施設の 補修等が 相継ぐ こ と と な っ た
｡

そ こ で
,

そ の 対策

と して
, 地盤沈下と

一 体的 に 連動 で き る浮基礎工 法を採

用 す る こ と と な っ て きた
｡

地盤地質の 概要は 図の 1 の と お り で
, 地表か ら10 m 内

外は 主 に 砂層で
,

1 0 m あた りに N 値20 程度が 期待で きる

支持層が 若干あ るが
, そ の 先 は

,
3 0 ～ 4 0 m 附近ま で軟 弱

粘土 層で
,

こ れ が地盤 沈下 の 原因層 と言 わ れ て い る
｡ 杭

基礎が 期待す る支持 層ほ,
こ の 粘土層の 下 に あ る

｡ 囲い

矢板方式に よ る 浮基礎工 法は , 深 さ1 0 m あた りの 支持 層

に 期待 して 杭 を 打設す る と共 に
, 基礎周 辺 を 矢板で 囲 み ,

基礎地 盤を拘 束する よ う配慮 して い る｡
こ の10 m あた り

まで の 砂層は
, 道路橋示 万苦設計編で 示 され て い る ｢ 地

下水面が 現地盤 か ら10 m 以 内に あ る沖積層で, か つ 現地

盤か ら20 m 以内の 範囲 に おけ る平均粒径 D 5 0 が 0 . 0 2 m

以上2 . 0 0 m m 以下 で ある飽和砂質土 層は
, 流動化の 可能性

が ある+ と して い る状態 に 該 当し
, 地 震時液状化 の 起 り

易い 地 域 で ある
｡

3 . 囲い 矢板方式 に よ る浮基礎工 法に つ い て

浮基礎 の 考 え方は , 1 9 世紀の 初項 か ら知 られ て お り
,

1 9 2 5 年 に ア メ リ カ で 使 用され た 例が ある と 言 わ れ て い

る
｡

こ の 基礎は
, 構造物の 設 置後の 地 中応 力を, 設置前

に 比較 して な る べ く増 大 させ な い よ う に す る こ と に よ っ

て
, 構造物に 生 じる 沈下量 が, 許容値 以内に な る よ うに

す る こ と を 基本と して い る
｡

一

般的 に は
,

ビ ル の よ うな

建物に 利用 され , 建物 の 下 に 地下室 が生 じる構造 とな る｡

ビ ル の 場合, 地下室 は空調関係 の 器 機や 駐車場 に
, 有効

利用 され て い る
｡ 排水 機場 で は

,
こ の 地下室に 排水ポ ン

プを 設置 し, 上 部の ビ ル は操作室 と管理 室 に な っ て い る ｡

当地 方で 設置 して い る浮 基礎工 法 の 設計の 概略の 手順を

説明す る
｡ 先ず ポ ン プ室 の 床標高と ポ ン プ重の 規模を 決

め る こ と と な る が
, 床 の 高さ は , 湛水 防除事業の 水 計算

に よ る計画水位 か ら定 ま り , 水 計算で 算出 され た 排水量

か ら,
ポ ン プ の 規模が 決定 され ,

こ の チ
ュ

ー ブ ラ ボ ン プ

の 規模か ら,
ポ ン プ室 の 大き さが 決定 され る こ と と な る

｡

次に
, 横場工 の 自重 を算 出 し,

ポ ン プ室の 大きさ か ら計

算さ れ る浮 力を差引 い て
, 地 盤反力 を 求め る

｡

一 方許容支持 力に つ い ては , 建築基礎構造設計基準で

用 い られ て い る1) 式 に よ り求め , 地 盤反力 と 比 較 して 安

全か 否 か を判定す る｡

¢一
=吉¢- > ア ･ ･ … ･1 )

Q ｡
… … - ･

地 盤の 許容支持 力

作 … ･ … ･ 安全率 乃 = 3 ( 常時)
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Q w
･ ･ ･ ‥ ･ ト偏心 傾斜を 考慮 した地盤 の 極限支持カ

ア ･ … ‥ ‥ ･ 荷重に よ る鉛直力

1) 式 に よ り ¢〃 < ア の 場合 ( 当地 域 では 概ね Q 8 < ア)

機場工 の 基礎周 囲 に , 囲 い 矢板を 設置 す る こ と と して
,

矢板先端 で の 荷重強度 と許容支持力が
一 致す る矢板長を

求 め る
｡

こ の 場合,
囲 い 矢板の 部分は 機場工 と

一

体的 な

構 造物 と見 な して い るの で あ る
｡

囲い 矢板 の み で は不 安定 で あると の 考え 方に 立 っ て
,

安全の た め に 開 い の 中 に 杭を 打設す る こ と と し
, 機場 工

基礎直下部の 比較的支持力の 大きい
, 地表 面か ら約10 m

,

N 値20 程 度, 厚 さ概ね 3 m の 層で 考え る こ と と して
, 杭

長を 決定す る
｡ な お

, 杭 本数の 計算に ほ
, 囲 い 矢板の 周

囲の 摩察力を 勘案す る こ と と して い る
｡

以上 の 手順 に よ り設計 され た 浮基礎工 法の 標 準図が 図

- 2 で ある
｡

こ の 工 法ほ ,

一 般的 に 言わ れ て い る浮基礎

工 法と は , 異 な る の で , 通称囲 い 矢板方式に よ る浮基礎

工 法 と呼 ん で い る
｡

I . 実態調査 の 概要 と そ の 薦果

矢板で囲 む工 法 に つ い ては , 文献
1 )

に よ れ ば , 火 力発

電所 の 基礎部 に も使わ れ て い るよ う で あ り
, 液状化対策

と しても提案 され て い る よ う で ある が
,

そ の 効果 の 評価

は 明確 で ほ な い
｡ そ こ で

, 囲 い 矢板方式 に よ る浮基礎工

法 で 施工 され た 排水擁場が , そ の 後如何に 変化 した か を
＼

知 り, 現在 の 設計方法 に 改善す べ き点が あれ は それ に 資

す る 目的 で , 昭 和59 年度 に 実態調査を 行い 検討を した
｡

調査 の 範 囲は
, 愛知県海部農地開発事務所管内の

, 囲い

矢板浮基礎工 法 で 施工 した 排水 機場12 ケ 所と
, 杭基礎工

法3 ケ 所, 計15 ケ 所 に つ い て 実施 した
｡ 調査 内容は

, 各

排水機場 の 設 計諸元 を 調 べ る と共 に
, 幾場工 の 四 隅の 標

高 を測 定 し
, 沈下 の 状況 を 把捉 した｡ 又機場工 と吐 出樋

管部 ほ 基礎措置が 違 うた め
, 伸絡ジ ョ イ ン ト で接続 して

い る の で あるが
,

こ の 喰適量 も測定 した
｡

調査結果 の 概要 ほ 別表の とお り で あ る (義一1 )

表 で 偏心 距離欄 の ∬ 軸 ヅ軸と
, 機場工 の 実測沈下量 欄

の ∂d
～ ∂d の 機場工 での 位置関係は , 図 - 3 の と お りで

ある｡
∂ポ は 四 隅測 定沈下量の 平均 値で ある

｡

5 . 検 討

調査結果 に もとずき, 検討 した 内容の 概略を 以下述 べ

y 軸

ざα

∂c

グム

-一十 〟 -ミ
ざd

ご 軸

吐出 方向

図- 3 機場工 平面 図

囲い 鋼 矢板

巾

｢ ｢

ぐ表襲う二l

地表面

根 入長

矢板 長

図 -

1

る こ と と する
｡

ポ ン プの 稔 口 径 と基礎面積 ( 巾 × 長 さ) 及び撥場工 荷

重 か ら求ま る平均地 盤反力 の 関係 ほ
,

ポ ン プ
ー

台の 場 合

は バ ラ ツ キ が 見 られ るが , 2 台の 場合は ,
ポ ン プ 口 径と

基礎面積の 関係が, 概ね0 . 1 0 ～ 0 . 1 5 m
2
/ m m と な っ て い

る
｡ 又 , 平均地 盤反力と ポ ン プ給 口 径の 関係ほ

,
1 . 6 0 ～

2 . 2 0 t/ m
2
/ m m と な っ て い る

｡

一 般に 台数 が 多 く な れ

ば ,
い ずれ の 数値も小さく な る傾 向が 見受け られ るが ,

吸 水 位置や 吐 出先の 位置等 の 敷地 条件 に よ り , 定数的 に

表わ せ な い 面もあ る
｡

基礎の 設計上 , 浅い 基礎と して 考え るか
, 深 い 基礎 と

して 考える か に よ り
,

そ の 取扱 い が 違 っ て く るた め
, 囲

い 矢板方式.が どの 区分 に 属す るか を, 表の デ ー タ を使 っ

て 調 べ て み た
｡

一 般 に 浅 い 基礎と 深い 基礎の 区 分 は
, 板

入 深 さに よ るもの と
, 根入 比むこ よ る区分が ある

｡ 先ず,

前者 に よ っ て 区分 した場合, 図一4 の と お り根入 深 さほ
,

取入 長 ＋矢板長で あ り, 調査対象摸場 は , 概ね10 m 以内

に あ るの で , 浅い 基礎 と考 え られ る｡

一 方 , 後者 に よ る

区分ほ 2 ) 式に よ る ｡

浅い 基礎
･

深い 基礎 ･

( 板入長 ＋矢板長)

巾

〝 ;:二三) … ･

2)

こ れ に よれ は, 調査対象戟場の 半数以上 で 左辺 が 1 . 0

を 超え る こ と と な る ｡ しか しほ と ん どが1 . 2 以内で あ り,

浅い 基礎と 深い 基礎 の 中間 に あた る と思わ れ る
｡ 浅い 基

礎と 深 い 基礎の 力学 的な相違 は
,

基礎の 転倒 モ
ー

メ ソ ト

に 対 し, 底面反 力 に よ る 抵抗 モ
ー

メ ソ ト の 負担割合 α

が どの 程度に な る か で ある
｡

浅 い 基礎で ほ α 幸1 と考え

て い るが
,

2) 式に お け る 左辺 の 値が 1 . 2 で あれ ば ,

α ≒0 . 8 5 とな るた め, こ の 程度な ら浅 い 基礎 と考 えて も

良い の で ほ ない か と判断 して い る
｡ 機場工 実測沈下量は

(表- 1 ) の と お り
, 向島や鷹 場排水 機場 の よ う に 大き

く沈下 して い るも の もあれ ば
, 若 干の 沈下 に と ど ま っ て

い るも の もあ る｡ 各機場 の 沈下状況は
, 四 隅が 同 一 沈下

で は な く, 不 等沈下 を起 して お り ,
しか も各機場と も吐

出方向 に
一 様に 沈下量が 大きく な っ て い る ｡ 図- 5 ほ 鷹

居排水機場の 不 等沈下状況を示 した も の で ある
｡

不 等沈

下 ほ機場工 荷重の 垂心 が , 吐 出方向に 偏心 (義一1 及 び

図- 3 ) して い るた め で あ ると 考え られ る
｡

四 隅 の 各数
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不等沈下曲線
二 一 一

一 / 一‾
｢

･ d

吐 出樋 管

+__⊥...
+

園- 5 聴居排水機場

値は
, 設 計時点 の 標高 と測定時点の 標高と の 差 で あ るた

め
, 沈下 を, 地盤沈下 に よ るもの と 荷重の 圧 密に よ る も

の と に 区分す べ く, 種 々 解析を 試み た が , 定量的 に 明ら

かFこす る こ と が で きな か っ た
｡

相対沈下量と は , 四 隅の 標 高差の 最大値 を示 した もの

で
, 四 隅の 沈下量の 平均値 ∂

≠
が どれ だ け大きくて も,

地 盤沈下と連 動 して い れ ば携場構造 と して 問題が な い の

に 較 べ
, 相対 沈下量 が大きく な る と , 機場工 の 不 等沈下

が 大きくな り, 機場 が傾 い て 吐 水 槽 と吐 出 し樋管の 接 続

部分の 損傷等の 支障が 生 じる
｡

相対沈下量 と機場工 の 規

模 か ら求 ま る不 等沈下率は , 観音寺排水梯場 が 6 % , 日

光西 排水焼場12 % ,
そ れ 以外ほ 2 % 以下 で ある

｡
2 % 程

度で は 建物 に 影響を 与え な い し
,

チ ュ
ー ブ ラ ボ ソ プの 排

水能力 に 影響 ほ な い
｡

た だ
, 日 光西排 水機場 は

, 既 に 廃

止 され て お り , 隣接 して 新 しい 排 水機 が 新設 され て い

る
｡

観音寺排水焼場 ほ, 現在 も支障 なく運転 され て い る

が
, 建築基礎の 許容値 と して ほ,

一

般 に20 0 分の 1 以内と

言わ れ て お りチ ュ
ー ブうポ ン プ 以外の 幾種で あれ は 当然

支 障が生 じる と思わ れ る
｡

壊場工 と吐 出樋管部と の 喰達 に つ い ては
,

こ れ が 大き

くな れ は 接合部伸縮継手の 能 力を越 え, 漏水 を起す こ と

に な る
｡

こ の 接合部ほ
, 概ね 河川堤防付近 に 位置す るた

め
, 破堤の 恐れ もあ っ て

, 河 川 管理 上
, 細心 の 注意が は

らわ れ て い る ケ所 で ある
｡ 表一1 の 囲 い 矢板方式で は ,

喰達量 の 数値 は 小さ く
, 機場 と吐 出部が 適正 に 連動 して

い る こ と を示 して い る
｡

囲い 矢板方式 に よ る浮基礎工 法と 杭基礎に よ る支持杭

工 法を 較 べ て み る と , 支持杭と い え ども沈下 して い る
｡

杭基礎は
,

3 0 ～ 4 0 m あた りの 支持層に ま で打込れ て い る

の で あ るが , 図- 1 で み ると お り
,

こ の 支持 層の 下 に も

地盤沈下 の 原因 と な る粘土 層が あるた め
, 施工 そ の 他の

要因ばか り で なく, 地盤沈下 の 要因も, 支持杭の 沈下に

影響 して い る と想定 され る｡ しか し地 盤沈下と 完全に 連

動 して い るか と言え ば
, そ う で は な く , 杭基礎工法 の 機

場工 と吐 出樋管工 の 喰違量が
, 囲い 矢板方式 と 比較 して

大きな 値を 示 して い る こ と か らわ か る よ う に , 吐 出樋管

工 は 地 盤沈下に 連動 して 沈下 して い る の に 対 し, 機場工

ほ 完全に 連動 して お らず, 沈下量 も小 さ い
｡

今回 の 調査 で
, 各機場 の 支持 力を 求め るの に 必 要な 土

質常数 を使 っ て
, 極限支持力と 荷重に よ る底版 反力か ら

70

6 0

ノ ､
5 0

j 4 0

嘲 30

忘20

1 0

Q a

′ 偏 心 距離e

l 十

P

壁
べ

賓

Q m

凡 例

平均 底版反 力Q m

最 大底版反 力Q a

2 3 4 7 8

許容支持 力安全率

安全率 = 題芸舐島
国- 8 底版反 九 極限支持 力 ～ 沈 下量

求め た比率 (安全率) と
, 沈下量 の 関係を

, 開い 矢板

方式 に つ い て整理 して み た と こ ろ, 図- 6 の よ う に な っ

た
｡

1) 式 で ほ , 安全率 を3 . 0 と した が ,
こ の 図で は3 . 0 ～ 3 . 5

の 間 で も沈下が 大きく あらわ れ る場合もあ るの で
, 安全

率は
,
3 . 5 ～ 4 . 0 程度が妥 当と思わ れ る｡

新潟 地震以後, 特に地盤 の 液状化現象が 課題と な っ て

きて い る が 囲い 矢板方式 に よ る浮基礎工 法の 耐震性 に つ

い て 検討 して み る｡ 飽和砂 質基礎地 盤の 液状化は , 緩い

砂 層が水 で 飽和 して い る時 に 地震が 起れ は , そ の セ ソ 断

震動 で体積 が締少す るた め
, 砂粒子内の 水の 圧力が上 昇

して
,

水 の 逃げ場が な い 場合, 砂の 骨 格を破壊 し
, 水 と

砂 の 懸濁混 合が 生 ず る
｡

こ れ が 液状化発生 の メ カ ニ ズ ム

と言わ れ て い る｡ 液状化 に 影響す る 田子 と して は, 密度,

粒 度, 拘束圧 , 地下水及び 過剰間 ゲ キ 水圧 等が ある と さ

れ て い る が
, 囲い 矢板方式ほ

,
こ の うち 拘束性 の 増 加 や

周辺 地 盤 か らの 間ゲ キ水圧 伝播の 遮断対策と して
, 有効

で ある と考 え られ る
｡

液状化の 予測方法と して は
,

N 値

粒度分布 よ り予測す る方法と 繰返 し セ ン 断抵抗 率を 用い

る方法が あるが
, 今回 は 道路橋 示方書耐震設 計編, 及び

岩崎, 龍岡 氏等の 方法2 )
に よ る予測方 法で 計算 して み た

｡

そ の 結果, 対象磯場の 半数 が矢板長不 足 の 状況 に ある こ

と に な っ た
｡ 今後の 設 計に 当 っ て ほ , 囲い 矢板の･長 さは ,

液状化 しな い 層ま で板入 し耐震性 を高め る必要が あ ると

考え られ る
｡

次 に , 地 震時 に お け る 水平変位量 に つ い て
, 機場工 の

焼場底面 で矢板変位量を ,
E o u s m e r の 式 を用 い て 計算

して み ると 大きな 変位量 と な っ た ｡ 現実 と して は,
こ の

断面で 矢板が 屈折 した り, 切断 され た り, 庇版破壊が 生

じる こ と が 考え られ る｡

E o u s m e r の 式 ∂ = 芸( ト芸)
∂= 最大変位量

ア = 最大加 速度

〃 = 動的抵抗係数
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A = 震度

g = 重力の 加 速度

液状化 と矢板長の 関係及び 水 平変位量 は表- 2 の と お

り で ある
｡

な お ( - ) 表示は 不 足分を表 わ して い る｡

当地 方 に お け る大 きな 地 靂と して は
, 明治24 年 8 月 の

江濃地 震,
M 6 . 9 , 明 治24 年10月 の 濃尾 地震, M 8 . 4 , 昭

和19 年12 月の 東南海地震,
M 8 . 0

, 昭和20 年 の 三 河地震,

M 7 . 1
, 等が あ りそ れ ぞれ 噴水噴砂 が 多数発生 した と言 う

報告8 ) が ある｡ しか しな が ら調査対象機場は ,
こ の よ う

な大きな 地 震を経験 して い な い も の の
, 震度 4 程度の 地

震は い ずれ の 焼場 も経 歴 が あ り, そ の 時 に は , 各排水 焼

場 に 何等被害が 起 っ て い な い こ と か ら, 震度 4 まで は ,

大丈夫で あ ると判 断 され る
｡

な お , 当地 方の 震度4 の 地

震発生確率ほ
,

名古屋気 象台の 地 泰記録 に よ り まと め て

み ると
,

1/7 . 5 と な る
｡

又震 度5 は
,

1/ 4 5 で あ る
｡

表- 2

鵬 名摩嘲 取入 長庫朝筆夏頭備 考

治

場

島

場

新

寺

居

村

蓋

江

岡

西

場

音

ケ

光

開

鷹

向

市

市

観

鷹

四

鍋

蟹

服

日

皿1

1 1 . 0

1 1 . 0

1 1 . 0

1 1 . 0

1 1 . 0

1 1 . 0

9 . 0

5 . 0

8 . 0

1 3 . 0

8 . 0

1 4 . 0

m

8 . 7

8 . 7

7 . 0

8 . 2

1 2 . 2

1 6 . 2

9 . 0

9 . 5

1 2 . 8

7 . 4

9 . 4

8 . 3

m

- 2 . 3

- 2 . 3

- 4 . 0

- 2 . 8

1 . 2

4 . 2

0 . 0

4 . 5

4 . 8

- 6 . 4

1 . 4

- 5 . 7

m

O . 1 4

0 . 4 3

0 . 4 4

0 . 4 6

0 . 0 5

0 . 0 7

0 , 5 2

0 . 5 2

0 . 8 9

0 . 5 5

0 . 4 6

1 . 7 0

表- 3 囲い 矢板方式浮基礎工 法特性 一

覧表

÷ 環
囲 い 矢 板 方 式 浮 基 礎 法

実態 調査 に よ る特性 l 設 計 上 の 要 点

備

(1) 沈 下 特 性

･ 荷 重に よ る沈下

･ 機場工 の 不等沈下

･ 地 盤沈下 に

対す る順応性

機場設 置に よ る増加 荷重

に よ っ て 下 部粘土 層が 圧

密沈下 を生 じる
｡

機場工 の 偏心 荷重 に よ る

底版反 力 の 不 均等性 に よ

っ て 不 等沈下 を生 じる
｡

地盤沈下 に 順 応 し
, 基礎

地盤 と の 相対沈下 ほ 極め

て 小 さ い
｡

こ の 結果, 桶

管等 の 接続部 での く い 適

い は 概ね10 cIn 以下 で あ る
｡

･ 機 場工基礎底面荷重強度ほ で き るだ け 小さくす る
｡

出来れ は 粘土 の 圧 密降伏荷重強度以 下に 取れ は 圧 密

沈下 は生 じな い
｡

･ 実態 調査結果 に よ ると , 基礎 地盤 の 許容支持力を

極 限支持 力の1/ 3 . 5 ～ 1/ 4 と する と 圧密沈下ほ 比較的

小 さく な っ て い る ｡

･ 機場工 の 設計に お い て
, で きる だけ 偏心 荷重の 生

じな い 焼場構造と す る｡

偏心 荷重 を受け る場合に お い て は 四 隅 に お け る最

大底版 反力に 対 し許容支持力を検討す る
｡

･ 機場 工
, 樋管工 に お い て

, それ ぞれ の 躯体が 不 等

沈下 を生 じな い 設計とすれ ば
, 地 盤沈下 に 対する順

応性 は良い
｡

(2) 耐 震 性

･ 基礎地盤 の 流動化

濃尾平野の 上 部砂層は概

ね震度 Ⅴ程度で 液状化現

象を 生 じて い る
｡

･ 囲い 鋼矢板に よ り液状化 の 生 じる砂層を 拘 束か つ

開い 鋼矢板内を密 と し, 液状化の 発生を 防く
小

｡

･ 囲い 鋼矢板ほ液状化 の 生 じな い 層に 到達さ せ る 囲

い 鋼矢板は で きる だ け剛性 の 大きい もの を 使 用 し
,

機場工 と の 接 合ほ 完全剛体 と な る よ う施 工 する
｡

･ 囲い 鋼矢板 内の 地 盤 は N 値20 以上 に 締 固め るか
,

杭基礎 を設け る
｡

(3) 施 工 性 囲 い 鋼矢板及び杭 共に 長

さは 最大10 m 以下で あ り,

施工 は 比 較的容易｡

(4) 経 済 性 軟弱粘土 深さ が G L-2 0 m

以上 と な る場 合, 支持杭

基礎よ り経済的 で あ る ｡
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8 . ま と め

本調査 に よ り , 囲 い 矢板方式 に よ る浮基礎 工法 ほ, 地

盤沈下地 帯 に は有効 で ある と判断 され る｡ しか し調査対

象機場 が い ずれ も不 等沈下 を起 して い る｡ 排水機場 に支

障が な い 範甲で は あるが
, 荷重の 重心 が 偏心 しな い よ う

設計時点 で配慮す る必 要が ある
｡

次に 地震時 に ほ 当地域

で は , 液状化現 象が 起 る土質 であ るた め, 囲い 矢板 は有

効な方 法で ほ あるが
, 調査結果で ほ 矢板長が 不 足 して い

る の で
, 今後, 矢板 の 先端 を液状化 しな い 深さ ま で打設

しなけ れ は な らな い
｡

又 地震時水平力が大き い の で
,

こ

の 対策が 必 要で ある
｡

しか し
, 調査対 象排水 幾は 震度 4

ま で の 耐震性が あると 判断 され , 震度 5 の 起 る確率ほ ,

4 5 分 の 1 であ るた め , 排水棟の 総合的耐用年数を も勘 案

して 設計す る こ と とす る
｡

以上 , 特性と して
, 表- 3 に

と り ま と めた
｡

さい ごに 基礎 の 問題を 考え る に は , よ り以上 の 資料の

収 集や
, 調査検討が 必 要な こ と を痛感 した

｡
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【報 文】

1

2

3

排水機場の 集中管理 シ ス テ ム に つ い て

( 湛水防除事業川 内川地区 で の 設計例)

ご彰嶺青
虫
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ガ

鮮
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周
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目
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最適 ソ フ ト の 検討･ ･ ･ … - ‥ ･ … … 6 0

最適 シ ス テ ム レ ベ ル の 選 定
‥ … ‥ … ‥

6 8

1 . は じ め に

川内川下流域 に ひ ろが る川内平野は 低平地 の た め古 く

か ら幾度と なく水害 に 悩 ま され
, 特 に 昭和44 年 ～ 昭和47

年に か け て 1
,
8 0 0 血 の 湛水被害 を受け て い る

｡

近年, 河川堤 防の 改築 に よ っ て 本川洪水の 溢水に よ る

規模の 大きな氾濫被害 は解消 した が
, 堤内地 の 農地 は川

内川 の 上 流 に位 置する鶴 田 ダ ム の 洪水調節 に よ っ て 洪水

時 の 高水位継続時間が長く な り,
こ の 間の 内部流域の 放

出水ほ 自然排水が で きな い た め 田面 に貯留 され , 従来よ

りも長い 時間 に わ た っ て湛水 し, 農作物の 湛水被害は 依

然 と して 残 る こ と と な っ た
｡

こ の た め 川内市は
, 湛水 防除事業 及 び排水対策特別事

業 をそ れ ぞれ の 地区の 実情に 応 じて 計画的 に 実施 して き

た｡ 現在完了地区や 実施地 区を 含め て
,

1 4 ケ 所 の 排水焼

場 を広範 囲に 配置 して お り, 各排水機場 の 運転ほ 操作及

び 管理 が簡単 な自動運転方式と して実 施計画 され て い る

が, 円滑 な運営管理 を 行 い
, 又 異常時 緊急時 の 的確 な処

理 を 行う た め に は, か な りの 技術力の ある 要員を多数配

置す る必 要 が ある｡

しか し こ の 要員の 確保は 困難で , ま た 多額の 人件 費を

必 要とす る た め
, 本事業 に お い て遠方集中管理 シ ス テ ム

を 導入 して
, 排水機場 を無人 化 し省力化す る こ と に よ っ

て 人員の 削減と 異常時緊急時 の 的確 な対応を 図 るもの で

あ る
｡

集中管理 に よ る防災効果 ( メ リ ッ ト)

(1) 各機場の 状況を 中央で 把 握で き るた め
, 事前に 必

要な 対応が 可 能で ある
｡

(2) 特 に 夜間の 緊急時に 少い 人員で迅速 か つ 的確 に 対

応 で き る
｡

(3) 緊急時 に おけ る管理 者の 精神的不安 が 解 消 で き

*

鹿児島県農政部農地建設課
* ●

先児島県川内耕地事務所

次

4

5

6

デ
ー タ 伝送方式

‥ ･ ･ ‥ ‥ 6 8

機器 の 具体的選定
･ ･ ‥ ･ … = ‥ ･ = -

7 0
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ノ

鶴田ダ ム

鹿児島県

宮崎 県

､ 〈

▲1

図- 1 位 置 図

る｡

(4) 川内川の 水位, 潮位, 気象 及び 豪雨 の 状況を 刻 々

に 把握 し, そ の デ ー タ に 基く的確 な調整操作が 容易

に でき るた め 効果的な 排水 管理 が 期待 で き る
｡

(5) 機器 の 状態が 容易に チ ェ ッ ク でき るた め
, 緊急時

の 故障発生を 未然に 防止で き る
｡

(6) 市 の 防災 セ ン タ
ー

との 連携に よ り
, 遅 滞なくか つ

一 層効果的 な排水管理 が 可 能 で ある
｡

(7) 省力化 に よ る管理 者側の 人件費の 節減が 期待でき

る
｡
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人 件 費
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技 術 職 員 の

確 保

対 応 の

遅 滞

集 中 管 理

( 自 動 化 ､ 機 械 化 に よ る 省 力 化)

中 央 に お け る 気 象･

水 象 の 迅 速 な 把 握
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機 器 の 状 態 把 握
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ヌ
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管 理 要 員

の 削 減
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事 故

未然防

図- 8 集 中管理 シ ス テ ム 導入 効果の

分析 フ ロ ー

管理 費の

節

2 . 最適 ソ フ トの 検討

川内川地 区 に お け る集中■管理 シ ス テ ム の 基本計画は
,

昭和59 年度か ら計画立 案 され
, 昭和59 年 8 月の 第 一

回 電

気通信制御委員会か らの 技術 提言もあ っ て
, 以来基本 ソ

フ ト面の 各種検討を 行 っ て きた
｡

よ っ て そ の 結果 を紹介

す る
｡

( り 湛水防除及び排水対策特 別手業で 設正され たポ ン

プに よる 中小洪水 へ の対応 に つ い て

湛水防除事業 ( 以後 は ｢ 湛 防+ と呼ぷ) 設置 の ポ ン プ

は 1 / 2 0 確率雨 量30 c 皿2 4 b r の 許容湛水, 排水対策特別

事業 ( 以後 ｢ 排特+ と 呼ぶ) 設置の ポ ン プは 1 / 1 0 確率

雨 量 5 c m 4 b r の 許容湛水 と した 場合の 施設 容量 と して決

定 され て い る
｡

中小洪水 に 対す る湛水解 析の 結果 は次 の と お り で あ

る｡

1 / 2 確率洪水

全地 区と も30 c 皿 以上 の 湛水は ほ とん どな く,
5 c m

4 b r 以上 の 湛水が残 るの は
,
八 間川,

五 代. 御崎 山

宮崎, 隈之城の 5 ブ ロ
ッ ク で

, 残湛水面積率は 2 . 5

% 程度で あ る｡

1 / 5 確率洪水

全地 区と も30 c m 2 4 b r 以上 の 湛水は な い
｡ また5 c m

4 b r 以上 の 湛水が 残 るの は
. 高江,

八 間川, 五 代,

御崎 山 下 田
, 平良, 永田 , 宮崎, 隈之城 の 9 プ ロ
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表 2 - 1

表 1 / 2 確 率湛水解析 結果一覧表

フ
一

口 ッ ク 高 江 五 代 宮 里 】
l
_l

備 考
網津 湯島 高江 八間川 五代 御崎山 下 田 平良 永 田 宮崎 隈之城 田海 戸田

ブ ロ ッ ク 番 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ! 1 2 1 3

流 域 面 積(h a) 5 00 . 70 4 86 . 3 0 103 7 .7 0 53 2 . 3 0 67
.8 0 53 . 0 0 1 00

.
3 0 46 0 .8 0 110 5 . 10 28 6 . 00 34 0

.
00 1 25 . 80 2 38 . 00

合計 b a

5 3 3 5 . 8

農 地 面 積(b a) 1 4 3 . 4 1 5 5 . 6 2 90 . 1 1 1 9 0 7 6 . 9 2 4 1 .
4 6 17 4 . 33 28 5.

82 1 5 9 . 8 8 1 . 9 9 4 5 . 4 5 6 . 7
合計 b a i

1 6 3 0 ･ 5 2
1

基 準 田面 標 高( m ) 0.5 0 0 . 4 5 0 , 7 0 1 . 6 0 1. 5 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1
. 6 0 2 . 5 0 3 ,

1 0 3 . 0 0

】

4
.

2 0 5 . 1 0

許 容 湛 水 深( 皿 ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

L
5

【

同 上 湛 水 時 間(h r) 0 .0 0 . 0 0
.

0 5 . 0 16
.
6 9 . 3 2. 8 0 , 0 0 . 0 4. 5 8 .8 0 . 0 0 . 0

最 大 湛 水 位( m ) 0 .41 3 0 . 14 7 0 . 49 6 1 . 75 0 1 ､ 89 1 1 . 6 28 1 . 66 9 1.6 31 2 .4 33 3 .2 1 1 3 . 140 3 .8 02 4 .8 87

最 大 湛 水 深( 甜 l) 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 0 3 9 .
1 1 2 . 8 6

.
9 3 . 1

1
0
.

0 1 1 . 1 1 4 . 0 0 . 0 0 . 0

5 c m 以上湛水面積(b a) 雷腎雷詔 ロ司
15 . 4 碧 合計 ムa

4 0

同上湛水面積率( % ) 2 . 0 4 . 0 (7 . 7) 9 . 6 2 3 . 3

L

全体面積率
2 .5 ( % )

3 0 血 以上湛水面積(h a) 語
合計 h a

同上湛水面積率( % )
】

- 【--
】

全体面梼率

ー ( % )

6 0 q n 以 上湛 水面 積
合計 h a

9 0 c m 以 上湛水面 積 -ち
合計

ニ

h a

表 1 / 5 確 率湛水解析 結果一覧表

7
ブ

ロ ッ ク 高 江 五 代 宮 里

備 考
細津 湯島 高江 八開川 五代 御崎山 下田 平良 永田 宮崎 隈之城 田海 戸田

ブ ロ ッ ク 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

流 域 面 積(b a) 5 00 . 70 4 86 . 30 103 7 . 70 532 .3 0 6 9.80 5 3 .0 0 】(柏 .30 46 0
.

80 11 05 .
10 2 86.

00 3 40 . 00 125 . 80 2 38 . 0
合計 h a

5 3 3 5 , 8

農 地 面 梼(h a) 1 4 3 . 4 1 5 5 . 6 2 9 0 . 1 1 1 9 . 0 7 6 . 9 2 4 1 . 4 6 1 74
.

33 28 5 . 82 1 5 9. 8 8 1 . 9 9 4 5 . 4 5 6.
7

合計 h a

1 6 3 0 . 5 2

基 準 田 両 横 高( m ) 0 .5 0 0 . 4 5 0 . 7 0 1 . 6 0 1 . 5 0 1. 5 0 1 . 6 0 1 . 60 2. 5 0 3 . 1 0
i

3 , 0 0 4 . 2 0 5 . 1 0

許 容 湛 水 ミ架(c m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
岳

5

同 上 満 水 時 聞(h r) 0
. 0 0 . 0 1 2 . 8 2 0 . 6 2 7 .

8 2 5 . 7 1 9 . 2 1 9
.
7 2 0 . 1 1 8

.
2 2 1 . 3 0 . 0 1 . 5

最 大 湛 水 位( m ) 0 ,4 30 0 . 25 9 1 . 20 2 2 . 50 6 2 . 26 1 2
. 08 0 1 . 87 5 2 . Z 鵬 2

.
9 89 3 .4 45 3

.
3 97 3 .9 06 5 . 226

最 大 湛 7水 深(e m ) 0
, 0 0 . 0 5 0 . 2 9 0 . 6 7 6 . 1 5 8 . 0 2 7 . 5

l

66 . 8 l ｡ 8
.

9 3 4 . 5 3 9 . 7 0
.

0 1 2 . 6

5 ( Ⅶ 以上湛水南棟(b 且) 匡司匝司匝司匝司匝司 匝] [垂] 匝司匝司 [二重] 合計 h a

35 .
4 2 5

.
8 7 . 0 4 .

4 2 0‾. 1 2 4 . 7■1 2 9 .7 3 8 . 4 68 . 7 (0 . 1)
3 5 3.7

同上 湛水面積 率( % ) セ ,2 2 1 . 7

＼

一 心

1
1 4 ･ 8 4 8.

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

全体面積率
2 1 .7 ( % )

3 0 血 以上湛水面積(h a)
.詔.田 ∫慧..翳..監..翳

合計 b a

同上 湛水面積 率( % ) ( 4 .3 ) (13.州

㌧

-一＋- Y一
一

(7 .
5) (9.4) (2 0 . 0) (9. 0) (25 . 0)

全体面積率
l

- ( % )

6 0 e m 以 上 湛水 面 積 習腎 [垂]
8 . 3

合計 ムa

1 5 .8

9 0 c m 以 上 湛 水面 積 習 i 弓

合計 b a

1 1

( ) 書きは 湛水時間が 基準以内 ( 5 ｡ ｡ は 4 h r 以内 ,
3 0 血 は2 4 h r 以内) の もの

｡! [ニコ 書きは 湛水時間 (b r) で ある
｡
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表 2 - 2

表 1 / 10 確率 湛水解析 結果一覧表

ブ ロ ッ ク 高 江 五 代 宮 里

備 考網島 海鳥 高江 八開川 五代 御崎山 下田 平良 永田 宮崎 隈之城 田海 戸 田

ブ ロ ッ ク 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

流 域 面 積( h a) 50 0
.

70 48 6 . 30 1037
.

70 5 32 . 30 69 . 80 53 . (柑 100 . 30 460 . 8 0 110 5 . 10 28 6 .0 0 340 . 0 0 12 5 .8 0 23 8 . 0
合計 h a

5 3 3 5 . 8

農 地 面 積( もa) 143 .
4 155.6 290 . 1 119 . 0 76 .9 2 41 . 46 174 . 3 3 285 . 8 2 15 9 . 8 8 1 . 9 9 4 5 .4 5 (; . 7 合計 b a

+

1 63 0 . 52

基準 田 両 棲 高( m ) 0 , 5 0 0 . 4 5 0 . 7 0 1 . 6 0 1 . 5 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 6 0 2 . 5 0 3 .
1 0 3 . 0 0 4

.
2 0 5 . 1 0

許 容 湛 水 深( α l) 5 5 5 5 5

.
5 5 5 5 5 5 5 5

同上 湛 水 時 間( h r) 0 . 0 0 . 0 2 1 , 0 2 9 . 5 3 1 . 6 3 4 . 6 2 5 . 6 2 6 . 3 2 6 . 4 2 2 . 6 3 0 . 6 3 . 6 1 2 . 6

最 大 湛 水 任( m ) 0 . 4 5 1 0 . 4 4 2 1 . 5 2 0 2 . 9 7 7 2 . 4 3 2 2 . 2 7 6 1 . 9 8 9 2 . 5 9 1 3 . 1 5 1 3 . 5 8 6 3 . 5 1 6 4 . 4 5 4 6 . 2 4 7

最 大 湛 水 探( α l) 0 .0 0 . 0 8 2 . 0 1 3 7 . 7 9 3 . 2
:

7 7 . 6 3 8 . 9 9 9 .
1 6 5 . 1 4 8 ･ 6l 51 . 6 2 5 ;4

'

･■■1 1 4 .
71

5 00 以上湛水面耕( h a) 巨頭] 匡司 由 回 匝司巨頭] 匝司匝司巨頭【垂] [ 司 合計 b a

7 1 . 7
■

4 4 . 3 9 . 2 7 . 3 2 2 . 3 3(; . 8 17 5 . 8 4 9 . 1 91 . 6 ( 1 . 0) 4 . 3
5 1 2 . 4

同上湛水面梼率( % ) 2 4 . 7 3 7 . 2 2 1 . 5 5 3 . 8 2 1 .
1 6 1 . 5 3 0 . 7 1 17 . 2 ( 2 . 2) 7 . 6

全体面横車
3 1 . 4 ( % )

30 (氾 以上湛水両横( h a) 匝司[垂司[垂] 巨垣] [司 匝司 匝] 匝司 匝司 匡司 合計 h a

(43 . 2) 3 4 . 5 (6 . 0) (3 . 7 ) (9 . 5 ) (27 . 4) 仙)3 .7) (2 6 .9) (4 3 . 4) (2 . 9) 3 4 . 5

同上湛水面積率( % ) (14 . 9) 2 9 . 0 (12 . 6) (22 . 9) (1 5 . 7) ( 弧 3) (1 6 .8) (5 2 . 9) ( 5 . 1)
全体面横車

2 . 1 ( % )

6 0 c m 以 上 湛水 面積 匝司匝司[司 [司 [司 [互∃ [垂] 合計 ha

1 3 . 4 2 2 . 8 2 . 5 1 . 1 1 6 . 5 1 7 . 3 1
. 5

7 5 .
1

9 0 亡m 以 上 湛水 面積
11 .9

1 1 . 6 習 雲 習
合計 b 血

22 . 1

表 1 / 2 0 確率 湛水解析結果一覧表

ブ ロ ッ ク 高 江 五 代 宮 里

備 考網津 湯島 高江 八開川 五代 御崎山 下 田 平良 永田 宮崎 隈之城 田海 戸田

ブ ロ ッ ク 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

流 域 面 積(h a) 500 .7 0 486 .3 0 103 7 . 70 53 2 .3 0 69 .8 0 5 3 .0 0 10 0 . 30 4 60 .8 0 1 105 . 10 2 86 . 00 3 40.00 125 . 80 238 . 0
合計 hi

5 3 3 5 . 8

農 地 面 積(h a) 1 4 3 . 4 15 5 . 6 2 9 0 . 1 1 1 9 . 0 7 6 . 9 2 4 1 . 4 6 1 74 . 33 2 85 . 82 1 5 9 . 8 8 1 . 9 9 4 5 . 4 5 6 . 7
合計

_
中予

1 6 3 0 . 5 2

基 準 田 面 標 高( m ) 0 .5 0 0 . 4 5 0 . 7 0 1 . 6 0 1 . 5 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 6 0 2 . 5 0 3 . 1 0 3 . 0 0 4 . 2 0 5 . 1 0

許 容 湛 水 深( cロ) 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

同 上 湛 水 時 間(もr) 0 .0 0 . 0 2 4 . 9 3 0 . 1 3 4 . 1 2 8 . 7 1 8 . 4 2 6 . 7 2 7 . 8 2 1 . 9 2 6 . 0 1 2 . 4 1 6 . 7

最 大 湛 水 位( m ) 0 .4 7 6 0 . 6 3 0 1 . 77 0 3 . 3 7 1 2 . 6 5 2 2 . 4 3 5 2 . 0 9 7 2 . 8 5 2 3 . 3 0 2 3 . 7 5 1 3 . 6 3 0 4 . 8 9 1 6 . 9 0 4

最 大 湛 水 深(c 山) 0 .0 1 8 . 0 1 0 7 . 0 17 7 . 1 1 1 5 . 2 9 3 . 5 4 9 .
7 1 2 5 . 2 8 0 . 2 6 5 .

1 6 3 . 0 6 9
.
1 1 8 0 . 4

5 d n 以上湛水両横(h a) ロ司 匡] 匝司匝司[亘司巨頭 直垂] 匝∃匝司巨垂][垂] 匝司 合計 b a

3 1 .2 1 0 0 . 2 5 9 . 7 11 . 9 9 . 6 2 4 . 0 4 6 . 6 2 1 9 . 4 5 8 . 8 1 1 0 . 0 9 . 0 8 . 7
6 8 9 . 1

同上湛水両横率( % ) 2 0 .1 3 4 . 5 5 0 , 2 5 7 . 9 2 6 . 7 7 6. 8 3 6 . 8 1 3 4 . 2 1 9 . 8 1 5 . 3
全体面積率

4 2 . 3 ( % )
2 8 . 0

30 皿以上湛水両津(h a) 匡司匝∃匝∃匝∃匝司匝司[垂司匝司匝司巨司[司 合計 b a

7 1 .7 4 9 . 9 8 , 8 6 . 0 (1 9 .3) 3 7 . 2 1 4 7 . 4 (42 . 7) 6 5 . 3 (3 . 4) (6 . 9) 3 8 6 . 3

同上 湛水面積 率( % ) 2 4 .7 4 2 . 2 (4 6 .6) 2 1 . 3 5 1 . 6 (26 . 7) 7 9 . 6 (7 . 5) (12 . 2)
全体面積率

2 3 . 7 ( % )
1 9 . Z

6 0 e m 以 上 湛水 両 棲 匝司 匡] 匝司 匡可 由 [垂] [垂] [垂] [互司匝司 合計

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

9 0 e m 以 上 湛水 面 積 匡司
10 .5

[亘司
26 .4 習雫 [垂]

1 6 .3 習 合計 ムa

5 8 .5

( ) 書きは 湛水時間が 基準以内 ( 5 cm は 4 h r , 3 0 印 は2 4 b r 以内) りもの ｡ [ ニ コ書 きは湛水時間 中r) であ る
｡
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表 2 - ‡

表 l / 50 確率 湛水解析 結果一覧表

フ
●

ロ ッ ク 高 江 五 代 富 里
備 考

舶津 湯島 高江 八開川 五代 御崎山 下田 平良 永 田 宮崎 隈之城 田海 戸田

7
'

ロ ッ ク 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3

流 域 面 積( b a) 5 00 . 70 4 86 . 30 1 037 . 7 0 53 2 . 3 0 69 . 80 53 . 00 1 00 ,3 0 46 0 .8 0 110 5 . 10 2畠6 .0 0 34 0 . 00 12 5 . 80 23 8 . 0
合計 h a

5 3 3 5 . 8

農 地 面 積( b a) 1 4 3 . 4 1 5 5 . 6 Z 9 0 . 1 1 1 9 . 0 7 6 . 92 4 1 .
4 6 174 .3 3 28 5 .8 Z 1 5 9 . 8 8 1 . 9 9 4 5 . 4 5 6 . 7

合計 b a

1 6 3 0 . 5 2

基 準 田 面 標 高( m ) 0 . 5 0 0 . 4 5 0 . 7 0 1 . 6 0 1 . 5 0 1 . 5 0 l . 6 0 1 . 6 0 2 2 . 5 0 3 . 1 0 4
.

2 0 5 .
1 0 5 . 1 0

許 容 湛 水 深( 血 ) 3 0 3 0 3 0 3 0 30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

同 上 湛 水 時 間(b r) 0 .0 9.5 3 0 . 5 3 6 . 0 4 7 . 0 4 7 . 9 2 8 . 6 4 1 . 4 3 8 . 9 2 7 . 0 4 1 . 9 (18 . 3) (22 . 1)

最 大 湛 水 位( m ) 0 .88 1 2 . 06 9 3 . 77 5 2 . 91 9 2 . 67 2 2.24 6 3 . 22 7 3 . 4 97 3
,
893 3 .8 13 5 . 221 7 . 573

最 大 湛 水 探( cm) 4 3 . 1

5 Ⅷ 以上湛水面頼(h 8) [垂] [亘司匝司[垂] 回 匡司匝] 回 匡司匝司 匡] 匝司 合計 b a

5 1 . 4 1 3 4 , 3 7 5 . 6 1 5 . 3 1 3 . 1 2 5 . 5 6 0 , 6 2 7 5 . 6 6 5 . 7 1 3 7 . 6 1 6 . 4 1 3 . 5
8 8 4 . 6

同上湛水面税率( % ) 3 3 . 0 4 6 . 3 6 3 . 5 3 6 . 9 6 1 , 5 3 4 . 8 9 6 .
4 2 3 . 0 1 6 7 . 8 3 6

.
1 2 3 . 8

全体面横車
5 4 .3 ( % )

3 0 c m 以上湛水面積(b a) 回 匝司匝司匝司匝司 匝可巨頭 回 匝] 匡司[垂] 匝司 合計 h a

(3 1 . 4) 1 0 5 . 8 6 5 . 8 1 2 . 1 9 , 4 2 2 . 5 5 1 , 3 2 0 3 . 6 5 3 . 4 1 0 0 . 1 (1 0.8) (1 1 .7) 6 2 4

同上湛水面積率( % ) ( 肌 2) 3 6 . 4 5 5 . 3 2 8 . 0 5 4 . 3 2 9 . 4 7 l . 2 3 3 . 4 1 22 .
1 (2 3 .8) ( 臥 6)

全体面積率
3 8 .3 ( % )

6 0 亡m 以 上湛 水 面積 匝司匝司匝∃ 匡司[司 匝∃ 匝] [司 匝司巨亘司匝司 合計 b 且

7 1 . 6 5 4 . 0 8 . 4 5 . 0 5 . 7 4 0 . 0 11 7 . 1 2 7
.
7 4 2 . 9 4 . 0 9 . 5

3 8 5 . 9

9 0 c m 以 上 湛水 面積
匝司匝司[亘亘司匝司 巨頭 匡可 [ 司[亘至] 合計 h a

3 7 . 4 4 2 . 3 4 . 6 1 . 8 Z 8 . 8 3 0 . 7 0 . 6 7 . 4
1 5 3 . 6

( ) 書 きは 湛水時間が 基準以内 ( 5 ｡ m は 4 h r , 3 0 印 】 は24 b r 以内) の もの
｡
l ⊂二] 書 きは湛水時 間 (h r) で ある｡

ッ ク で
, 残 湛水面 積率 ほ21 . 7 % で あ る

｡

1 / 1 0 確率洪 水

30 c m 2 4 b r を 超え る 湛水 は八 間川 ブ ロ
ッ ク の み で

,

そ の 残湛水 面積率 は 2 . 1 % で あ る
｡

ま た 5 c m 4 b r 以

上 の 湛水 が残 る の は 1 / 5 確率洪水 の ブ ロ
ッ

ク に 加

え て 更に 戸田 の 計10 ブ ロ
ッ ク とな り

,
残湛水面積率

ほ31 . 4 % と な る
｡

1 / 2 0 確率洪水

3 0 c m 2 4 h r 以 上 の 湛水 が残 る の ほ
, 高江,

八 間 川 ,

五 代, 御崎 山 平 良 永 田, 隈之城の 7 ブ ロ
ッ ク

で , 残湛水面括率ほ23 . 7 % で あ る｡

1 / 5 0 確率洪水

30 c m 24 h r を 超 え る 湛水 ほ 湛防に よ る9 ブ ロ
ッ ク

に 発生 し, そ の 残湛水 面積率は38 . 3 % で ある
｡
な お ,

排特 に よ る ブ ロ
ッ ク に ほ 残湛水 面積が 発生 しな い

｡

湛水解 析の 結果か ら, 本地区ほ 排特基準で み れ ば1 /

10 確率 の 場合, 湛防 で設置 した 地区を 中心 に 全体 農地面

積に 比 して 約31 . 4 % ( 1 0 ブ ロ
ッ ク) が 残湛水面積率 と し

て残 る よ う で ある｡

ま た湛 防基準 の30 c m 2 4 b r で み れ は 1 / 20 確率の 場合,

全体 農地面積 に 比 して 約23 . 7 % ( 7 ブ ロ
ッ ク) が残湛

水面積率 と して残 るが
, 昭和58 年産ま で の 旧基準 (30 c m

以上 3 6 h r 以内) で み れ は 残湛水面 熟ま生 じな い ｡ しか

し, 永 田 , 隈之城は 残湛水面積 が50 % を超 え てお り, ま

た 八 問川 , 下 田 ブ ロ
ッ ク に つ い て も残湛水面積率が40 %

以上 と高くな っ て い る｡

一 方 , 1 / 2 ～ 1 / 5 確率 の 中小洪水 に つ い て み ると
,

1 / 2 確率 で ほ ほ と ん ど残湛水 が な く , また 1 / 5 確率

で は 排特基準で21 . 7 % の 残湛水面積率で あ り
, 湛防基準

で は 残湛水が 発生 して い な い
｡

今日
, 汎用 耕地 化率ほ 投資効率上8 0 ～ 9 0 % が 妥当 で あ

ると 言 わ れ て お り
, 従 っ て本地 区で は 1 / 5 確 率 ま で

は
, 充分対応で き る施設 で ある と 言え る｡

( 2 ) 土地利 用形態 の変化 によ る排水条件 へ の 影響に つ

い て

昭 和55 年11 月作成 の 国土 基本図 1 / 5 0 0 0むこ よ り各排水

ブ ロ
ッ ク 毎に 地目別の 面積 を ｢ デ ジ タ ル ブ ラ ニ メ

ー

タ

ー

+ に よ り図測 した
｡

そ の 結果, 計画書で採 用 され た 地

目別面積と 若干差が 見られ たが
, 全体の 流出率に つ い て

ほ 湛防計画で使 用さ れ て い る流 出率計算法 に よ れ は 次の

と お りほ と ん ど差 が見 られ なか っ た ｡

計画時点 ‥ ‥ ‥

加重平均流 出率71 . 9 %

今回 計測 ‥ … ･

加 重平均流 出率72 . 9 %
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凡例

△ ん = 3 . 94 1 - 3 .8 8 9

= 0 . 05 2 m

全ブ ロ ッ クポ ン プ 運転あ り

J/ /′ 運転な し

0 4 8 1 2 16 2 0 2 4 28 3 2 36 4 0 44 48 52 5 6 60 64 68 72 76 8 0 8 4 88

一･･････････-･-････--････････一一 経過時 間 (b r)

園- 1 高江横 地点 上流付近 ( N o . 1 5) 水位変化状況 (1/ 2 0 確率の 場合)

従 っ て , 土 地 利用形態 の 変化 か ら各排水ポ ン プの 施設

容量 を変 え なけれ ば な ら な い とい う状況は生 じな い もの

と 言え る｡

( さ) ポ ンプ運転 に よ 引Il 内川水位 ( 外水位) へ の 影響

に つ い て

川 内川 の ピ ー ク流量 を河 口 付近で み る と
,

1 / 2 確率

で 1 , 糾3 Ⅰば/ s
,

1 / 1 0 確率で 3
,
0 0 9 Ⅰ才/ s

,
1 / 5 0 確率で

4
,
1 2 9 Ⅰ才/ s 程度 で ある

｡

各排水棟場 (14 ケ 所) の 設置前と設 置後の 川 内川 流況

ほ ピ ー ク液量 で70 ～ 8 0 1才/ s 程度増加 し, ま た 水位 で は

高江横地点上 流付近で 水位差が 大きく , 1 / 2 0 確率 で 5

C m 程度 とな る｡

各 ポ ソ プの 揚程 は概 ね 3 ～ 4 m 程度 で あ り, 川 内川水

位 の 変動 に よ るポ ン プ排水 量 へ 及ぼ す影響は 数% 程度 と

な り, 幾場 間に お け る ポ ン プ運転上 の 問題は 特に な い
｡

従 っ て
, 各機場共独立 した 管理 で良い と 言え る

｡

( り ポ ンプの 効率的 運転 に つ い て

(カ ポ ン プ運転の 現状

現在 ポ ン プは 設定水 位 に よ り自動運転 され て い る ｡ 運

転実績をみ る と, 小洪水時は 間断運転が 行わ れ て い る

が
,

こ の 方法 に よ る支障は 特 に な い
｡

一 方,
ゲ ー ト は 内

外水位差 を検知す る こ と に よ り自動開閉され , ま た ポ ン

プは 内水位検知 に よ る設定水位制御方式 ( 自動運転) で

あ るが
,

ゲ ー ト
,

ポ ン プ共 に 操作上 の 支 障ほ な い
｡

打) ポ ン プ の 見込み 運転 に 対す る可能性 に つ い て

現状の ポ ン プ運転方式が 内水 位制御方式 の た め
,

ハ
ー

ド面 で は こ の 設定水位を 下げ る こ と に よ り
, 見込 み 運転

が 可能 で ある
｡

しか し, 各地区共に ほ と ん ど遊水池 が な

く, また 排水 路 も て ソ ニ ソ グの 等流計算に よ る設 計の た

め特 に 大 きな 河道貯留 を期待 で きな い
｡

従 っ て
, 排水施

設 シ ス テ ム 上 か らの 面で 見込み 運転の 可 能牲は 小 さい
｡

そ こ で
, 代表 地 区と して 隈之城地 区で 数理 シ ミ ュ

レ ー

シ ョ ン 解 析を行 っ て み た
｡

一隈之城 地 区の ポ ン プ運転 シ ミ
ュ

レ ー シ
ョ

ン ー

数理 モ デ ル シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 法 に よ り
, 地 区内排水路

通水能 力を考慮 した 洪水解 析を行 い
,

ポ ン プ起動時 の / ､

ソ チ ソ グ発生の 有覿 O N - O F F 水 位 の 設定 に つ い て 検

討 を行 っ た 結果は 次の と お り で ある
｡

1) 現在の 設定水位に よ る 自動運 転で ほ , 最高3 回/ h r

の O N - O F F 制御 (2 0 分間断運転) で あ り
, 本方式

に よ っ て支障 な く運転 され る こ と が わ か っ た
｡

こ れ

は
, 現地 聞き取 りと 同様の 傾 向で ある｡ (表- 4 参

照)

2) 設定水 位 を0 . 2 0 m 下げ る こ と に よ り, 見込 み運 転

の 可能性 に つ い て 検討 した結果,
O N - O F F 回数 は

最高33 回/ h r と な っ た
｡ (表一5 参照)

3) 見込み 運 転を可 能に す るた め に ほ
, 導水 路 ( β =

1 0 0 0 m ) の 3 倍以上 の 拡幅が 必 要で あ る
｡ (表- 6

参照)

以上 隈之城地区を 例と して シ ミ ュ レ
ー

シ ョ
ン を行 っ

た 結果 で ある
｡

しか し
, 各地 区と も に ほ と ん ど遊 水池 は

なく 同様 の 傾 向が あ るもの と 思わ れ る｡

一

方 ,
ポ ン プ運転実績か らみ ると , 中水洪水時 で も小

口径 ポ ン プ の 間 断運転 に よ っ て 内水 排除に 対 応 し て お

り
,

また
, 本地 区は 潮汐の 干 満差が 大きく, 下 流部か ら

上 流部 に かけ て の ほ ぼ 全域で 常時排水は 自然排水が 可能
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表 2 - 5 隈之城 排水機場 ポ ン プ運転状況
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の た め
, 特 に 見込み 運転の 必要性 が な い と 言える｡

( 5 ) 集中管理シ ス テ ム の 最遠 ソフ トに対す る捷昔

こ れ まで 検討 して きた 内容を もと に 本地区に おけ る集

中管理 シ ス テ ム の 最適化 ソ フ ト に 対 して ま と め る と次の

よ う に な る｡

什) 各ポ ン プと も現状通 りの 内水位 制御方式 とす る
｡

( 将来 の 地盤条件 の 変化 も考 慮 して設定水位は 可変

と する｡)

( ロ) ポ ン プと ゲ ー ト と の 操作上 の 関連 は現 状 どお りそ

れ ぞれ の 磯場 ごと 独立 した 操作方式 と し
,

ゲ ー ト は

内外水位差検知に よ る 自動 開閉方式 とす る｡( 内外水

位差反応値は
,
1 0 C m 程度とす る｡)

ケう 各撥 場と も独立 した排水 管理 方式 と し
,

そ れ ぞれ

独自の 管理 シ ス テ ム とす る｡

以上 よ り本地区に お ける 集中管理 シ ス テ ム の 基本形態

は ,
こ れ ま で の 運転実演 か ら ハ ン チ ン グ現象, ある い は

見込み 運転の 必要性 な ど特 に 問題 がな い た め
, そ れ ぞれ

独立 した 操作 シ ス テ ム を
一

ケ所 で集中管理 で き るもの で

あれ は よい
｡

な お
, 集中管理 操作に 対 して ほ 直接的 な影響 を与 え る

情報で は な い が
,
｢ グ ラ フ

ィ ッ ク パ ネ ル+ に 川 内雨 量 ( 雨

量累計) が 表示 され る と 良いム ま た
, 得 られ た 情報は す

べ て 経時的 に ｢ ハ
ー ド コ ピ ー

+ さ れ , 記 録が 残 る よ う に

した い
｡

3 . 最適 シス テ ム レ ベ ル の 選定

2 の 最適 ソ フ ト の 検討 に よ り得 られ た 結果 か ら ハ
ー ト

面の シ ス テ ム レ ベ ル の 検討 が行 なわ れ た
｡

( l ) 技術指針 に よる レベ ル選定

最適 シ ス テ ム の 選定に あた っ て ほ
, 各種管理 レ ベ ル を

設定 して 比較検討 し
, 最適 レ ベ ル を選定す る 必 要 が あ

る｡

実際 に は
, 施設 の 構成

, 管理 体制 な ど地区 に よ っ て 条

件が 異な る た め
,

地 区特 有の 条件 を考慮 しつ つ 決定す る

必要 が ある
｡

先に
, 農林 水産 省設計課 ･ 水利課で 制定 され た ｢ 水 管

理制御方式技術指針+ は , 比較的共通と 考え られ る要因

に つ い て レ ベ ル と の 関連 を示 して お り
, 木精針の レ ベ ル

選定要 田を 用 い る こ と に よ り ,

一

つ の 判断基準が 得 られ

る｡

こ の 指針 で は , 現場側 は A - 1
～

A - 3 の 中か ら,
ま

た 中央 側で は Ⅹ- 1 ～ Y - 1 の 中か ら選定す る こ と に な

る
｡

管理 レ ベ ル の 上 位 は
, 下位 を包含 して い るた め 最上 位

が 妥当と な る が
, 次項 に 述 べ る通 り 3 菓を 設定 し

,
こ の

中か ら施工 費 を勘案 して選定す る
｡

具体的 に は
, 表- 7 の 如く A

,
B

,
C 実の 中か ら

, 最

適 ソ フ ト の 検討結果 を踏 え,
シ ス テ ム の 機能, 規模,

デ

表一丁 中央管理 所の 幾能比較表

項番l 機 能 A B C

1l 排水 鵬 内外水位 の 遠方監視 00 ○

2l 排水 ゲ ー ト
, 排水 ポ ン プの 遠方監視l 00 ○

3 1排水 ゲ ー ト
, 排水ポ ン プの 遠 方制御 ○ ○

4 1管理 所雨量の 監視 0 1 0 ○

5 1操作記録 の 作成 ○ ○ ○

6 1 日報 の 作成 ○ ○

月報の 作成 ○

表示 盤 に よ る デ
ー タ 監視 ○

ミ ニ グ ラ フ ィ ッ
ク パ ネ ル に よ るデ

ー

タ 監視
○

01
イ7

-

フグ

視

ク パ ネ ル に よ るデ ー タ 監
○

11 】データ の 演算処 理 ○

一 夕 の 処 理 内容, 操作性等 当初 の 導入 目的と 経済性を 勘

案 して
, 3 案中の B 案を選定 した

｡

l . デ ー タ伝送方式

( り 伝送 回線 の種類 と特巽

中央管理所 ( 親局) と 排水 機場 (子局) 間 を結ぷ 伝送

回 線と して は , 下 記の 方 式が 考え
.
られ る

｡

1) 無線方式

a
. 単 信無線 回線

b . 多重多方 向無線回 線

2) 有線 方式

a . 私設線

b . N T 士回線

イ . 専用 回 線

ロ
. 公衆回 線

こ れ ら伝送方式 に お け る比較表を 表- 8 に 示す｡

こ の 結果 に よ り
, 伝送方式 と して は 無線回 線方式で単

信無線 とす る こ と に 決定 され た
｡

た だ し
, 電波電搬試験

の 結 果に よ る と単 信無線方式の 場合, 4 0 0 M E z で ほ 4

ケ所 (子局) が 基準以下 で あ るた め
, 無中継 で 回 線を構

成す るた め に は 70 M H z の 周 波数割当が 必要で あ る｡

( 2 ) テ レメ
ー タ ･ テ レコ ン トロ

ー

ル装t の 検討

1) ア ナ ロ グ方式と デ ィ ジ タ ル 方式の 選定

ー 6 8 -

a
. デ ィ ジ タ ル 式セ ン サ (検 出器) ～ 子局間

雨 量, 水位な どデ ィ ジ タ ル 式で 検出す るデ ー タ に

つ い て は , デ ィ ジ タ ル 信号の ま ま伝送す る デ ィ ジ タ

ル 直送 方式 とす る
｡

b . ア ナ ロ グ式 セ ン サ (検 出器) ～ 子局間

ゲ ー ト 開度な どア ナ ロ グで検出 され るもの は
.

ア

水 と土 第64 号 19 8 6



表 - 8 各方式比較
一

覧表 ( 金額単位 ; 千 円)

区

分
訳

無 線 回 線 方 式

多 重 無 線 単 信 無 線

N T T 回 線 方 式

専 用 回 線 公 衆 回 線

私 設 線

方 式

イ
ニ

シ

ャ

ル

コ ス ト

済

性

20 , 0 0 0 1 2 ,
4 1 0 4

,
59 0

評 価

順 位

ラ

ン

ニ

ソ

グ

コ ス ト 1
, 3 5 0 1

,
4 1 0 1 , 3 9 0

評 価
順 位

信 頼 性 l 災害時 の 信 頼性 が高 い

能

平常時の 安定性が 高い

信 号 の 制 限 無線機 の 特性に よ る I N T T に よ っ て 規定 され る 特 に な い

保 守 資格 鯛 が 必 要 1 (保 軸 晶丁趨当す る)
容 易

制御装置 と の 接

続条件
若干の 制約が あ る

重要施設 の 制御
に 適 用す る の は

望ま しく な い

特 に な い

電波電搬 テ ス ト l プ ロ フ
ィ

ル の み で 検討可能 不 要

評 価 順 位

総 合 評 価

ナ ロ グ信号の ま ま 伝送す る ア ナ ロ グ直送 方 式 と す

る
｡

C . 子局 ～ 親局間

セ ン サ よ りの 情報を
一

旦 子局で ま と め るた め デ ー

タ が多量 に な る こ と と
,

誤差及び 信頼性 を勘 案 して

デ ィ ジ タ ル 搬送 方式と する
｡

2) 親局 ～ 子局間の 搬送方式

( 1 : 1 ) × N 型集合方式 と 1 : N 型集 中方式 の 選定

本 シ ス テ ム で は 無線方式の た め 必 然的 に
,

1 : N 型 の 集

中方式と な る
｡

( 3 ) 運用条件及び 制御系統

排水 ゲ ー

トの 開閉, 及び 排水 ポ ン プの 起動停止 は, 図

- 5 の フ ロ ー に 示すと お り内水 位と 基準水位の 比 較, 内

外水位差 な どの 状態 に よ る
｡

また , 制御系統 に つ い て ほ , 図- 6 に 示す と お りで あ

り下記 に 列記す る と ,

1) 現場手動

現場操作盤面に お い て
, 手動単独及 び手動連動操作を

行 う｡

2) 現場自動

現場水位の 自動条件に よ り自動運転 を行 う｡

3) 遠方手動

中央管理 所操作卓に よ り手動連動操作 を行 う
｡

1

2

0

【

出

口
=

-

H
]

H o 2

内 水位

外 水位

基準水 位

しと上 限)

基 準水 位

( 上 限)

△H l ,
△ H 2

,
△ H 3 ;

イく感 帯幅

Y

N

△E 3 > △H I

Y e s

N o

ー 6 9
-

Y

N

N

N

N

H l > 月0 1

B l > E ･

0 1

H 2 > ( H l - △ H l )

排 水 ゲ ー

ト閉

ポ ン プ起 動

1 < ( R O 2 - △ H 2 】

Y

ポ ン プ停 止

H 2 < ( H l - △H 3)

Y

排 7k ゲ ー

ト開

団- 5 排水 施設運用 フ ロ ー

4) 遠方自動

a . 中央管理 所操作卓 に よ り自動/ 手動 モ ー ドの 切 替

水と土 第6 4 号 19 8 6
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図- 6 制御系統図

え を行 う｡

b . 自動 モ
ー ドに 切替 え る と現場水位の 自動条件 に よ

り自動運転を 行 う｡

C
. 中央か らの 自動運転は 行わ な い

｡

5 . 機器の 具体的選定

( り 中央管理所

1) 中央管理 所 の 機能

中央管理 所の 磯能は
, 各子局で 計測 され た デ

ー タ の 収

集 と こ の 収集 デ ー タ の 表示, 記録, 演算 処理
,

並び に 各

排水 ゲ ー ト及 び排水 ポ ン プの 遠方監視制御 で ある
｡

A .

.､
ザ

一 夕 及び 監視項 目

a . 雨 量

排水施設の 運用動向の 把 握に は
, 降雨 状況が 重要

な 要素 とな るた め
,

地 区内の 代表点 と して中央管理

所を 選び
,

こ の 雨量 を 計測す る
｡

b . 各排水焼場

イ . 内水位

ロ . 外水位

ハ
. 排水 ゲ ー ト開度

ニ
. 受電電圧

ホ . 2 次側電圧

へ
. 排水 ゲ ー ト状態 ; 開中

, 間中, 全開, 全閉,

故障

ト . 排水 ポ ン プ状態 ; 運転中, 故 障

チ . 受電状態 ; 電源, 故障

B . 操作項 目

a . 排水 ゲ ート ; 開, 閉

b . 排水ポ ン プ; 運転, 停止

C . モ ー ド切替 ; 自動, 手動

d . 電源 ; 入
,

切

C . 表示

中央管理 所 に お け る計測デ
ー タ の 表示は , 排水系統を

示す模式表示盤の 常時表示 と, 必 要 な デ
ー タ を 選択表示

す る監視操作卓表示 の 2 方式 に よ る
｡

a . ミ ニ グ ラ フ
ィ ッ ク パ ネ ル

中央監視盤に は, 排水施設全般の 状 況 を 把 握

し, 有効か つ 効果的 な運用が 図 られ るよ う計測デ

ー タ と 演算デ
ー タ を表示 す る｡

b . 監視操作卓

監視操作卓で は , 収集 され た 計測デ ー タ を
,

オ

ペ レ
ー タ の キ ー の 操作 に 従 い

, 任意 に選 択表示す

る
｡

D . 記 録

a
. デ

ー

タ 記録

収集 デ ー タ と演算 デ ー タ を 日報 と し て 記 録 す

る｡ ま た ,
ポ ン プ及 び ゲ ー トを 開閉操作 した場合

は そ の 都度記録す る
｡

b . ア ナ ウ ソ ス メ ソ ト記録

擁器 の 故障, 状態異常,
欠測デ

ー

タ の 項 目と 内

容等,
シ ス テ ム 運用 上 必 要な事項 を時刻 と とも に

入 出力 タイ プ ラ イ タ ー に 記録する｡

E . 操作

a . 楼器状態の 表示

中央管理 所に 設置さ れ て い る機器 の 故悸 な どを

表示 す る｡

b . テ レ メ
ー タ

,
テ レ コ ン 状態 の 表示

各子局の 故障, 回線 の 異常 を表示す る｡

C
. 設備状態 の 表示

各子局に 設置 され て い る ゲ ー ト
,

ポ ソ プな ど設

備の 故障状態を局 ご と に 表示す る｡

d . 制御

制御対 象局 を選択す る こ と に よ り
, 選択局の 機

器 の 状態 及 び 開度, 水 位 な ど の デ ー タ が 表示 され

る の で,
こ の 表示 を確認 しな が ら ,

ポ ン プの 運転

/ 停止,
ゲ ー ト の 開/ 閉及び モ

ー ド変更の 操作を

行 う
｡

F . デ ー タ 処理

デ ー タ 処理 装置 の 機能は 下記の と お りで ある
｡

a
. 時 間雨 量, 日 雨 量の 演算

b . 印字記録の フ
ォ

ー マ
ッ ト作成

C . 印字指令

8 . お わ り に

排水 機場の 集中管理 ほ , 全国で も初 め て の ケ ー

ス で あ

り, 農業土木技術者と して ほ 興味は あるが , 理解 しに く

い 分野で もあ る こ と が , い ろ い ろ な分野の 方 々 に よ る検
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討会 ( 電気通信委 員会) も開催された こ とで もお わ か り

だ と思う｡
こ の 委員会ケこ よ り最適 ソ フ ト の 検 討 が な さ

れ
, 提 言され た こ とで

, 今回 最適な ハ
ー ドま で ま と ま り

これ よ り実施 に 向 っ て 進ん で い く こ と に な る
｡

こ こ で実施 に 際 して
, 今後残 され た 問題 を述 べ てみ る

と , 排水幾場14 ケ 所の 内,
12 焼場は 電動機 に よ る 押 し込

み型 ポ ン プ運転方式で あ り, 集中管理 の た め の 制御数も

少く て済 む が
,

2 機場 は ヂ イ
ー ゼ ル エ ン ジ ン に よ る吸 込

み型 ポ ン プ運転方式 であ り, 集中管理 の 適 用 が簡単 な電

動機 に よ る押 し込み 型ポ ン プ運転方式 に変 え る た め に

ほ
, 多額 の 費用 を要す る こ と に な る｡ ま た ,

こ の 2 機場

を ヂ イ
ー ゼ ル エ ン ジ ン の ま ま で の 吸込み 塑 ポ ン プ運転方

式 で集 中管理 を採用 す ると
, 制御数が非常 に 多 く な り ,

故障の 心 配が 大 とな る結果 に な り
, 今後 こ の 間題ほ 管理

老側 の 意向が優先 され る こ と で あり, 効果 との 問題も絡

め て対処 しなくて は な らな い
｡

最後 に
, 本報告が 多数の 排水機 場を抱 え, 維持管理 に

因 っ て い る地 域 の 参考と な れば辛い で あり, また 事業の

ソ フ ト及 び ハ
ー ド面で 検討に 力を お か しく だ さ っ た 検討

委 員会 の 方 々 に 感謝を 申 し述 べ て 終 りとす る｡
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【和 文】

吉良町に お ける 湛水防除事業に より設置さ れ た

施設の 維持管理 に つ い て

浅 井 勉
♯

1 . は じ め に

吉良町 は 愛知県の 南部中央 に 位置 し
, 南 は 三 河汚. 東

北部 ほ 赤石山 脈の 南端 の 丘陵地 , 西 は 矢作古川 に 囲ま

れ , 温暖な 気候に 恵ま れ た地域 で ある｡ しか し, 南部の

平地 ほ 海抜零 メ ー ト ル の 低地帯 と な っ て お り
,

最近ま で

の 排水 施設ほ 全 て を 自然排水 に 祝 っ て い た ｡ こ の た め
,

出水 時 ･ 満潮時 忙 は 全く の 排 水不 能 とな り, た び た び 湛

水被害 に 見舞わ れ て 来た が
,

昭 和40 年代 よ り湛水 防除事

業 が着手 され , 樋門, 排水機, 排水 路等の 施設が 完備 さ

れ ると とも に こ の 地区の 排水 ほ 改良され て きた
｡

こ れ ら

の 施設ほ 現在, 曹長町及 び 地元 改良区が 共 同 で 管理 して

お り
.

こ の 管理 方法を 紹介 し皆様 の 御意見を い た だ き.

管理 業務改善 の 一 助 と した い の で
, 御指導くだ さ る よ う

お 願 い しま す｡

名崩 打 50 k m

西尾 市

一色町

‾＼ 4 0 k 血

3 0 k m

2 0 k m

吉 良町

幸田 町

幡豆 町

拭- 1 吉良町位置図

2 . 吉 良町の概要

( り 沿 革

本町 の
, 海岸線 に 接 した 台地 に ほ , 銘文. 弥生時代Fこ

人 が 拝 み
, 集蕗社会を 形 成 して い た と推定 さ れ る遺跡が

多く あ り, 大和時 代の 正法寺古墳は 西 三 河最大の 前方後

円 墳で ある ｡

◆
空知 県挿豆細吉良町無地搾考課

次

5 . 吉良町 の 施設管理 体制 - ･ … ･ ･ ･ ･ 79

6 . 善良町 の 施設管理 の 現状 と対策･ ･ ‥ ･ ･ ･ - 8 1

7 . お わ りに ･ ･･ ･･ 82

平 気 鎌倉時代Fこ ほ開拓 が進 み現在の 西 尾, 吉良
一 帯

を 吉良荘 と呼び , ま た , 西尾市 八面 山よ り雲母( キ ラ ラ)

を産 出 した こ と に よ り善良の 地名が 始 っ た と い わ れ て い

る
｡

三 河 の 守轟職足 利氏の 開拓に よ り
. 現在の 集落名 に

な り. 海岸 に は 新 田が作 られ て い っ た ｡ 徳川中 期iこな り

忠臣蔵 で は 悪役 と L て 紹介 され て い る 吉 良上野 介義央

( 1 64 1 ～ 17 0 2) ほ
, 大雨 に な る と 必ず あふ れ る谷間を 長

さ1 8 2 . 7 m
, 高さ3 . 9 m の 犀 ( 黄金堤) で仕切 り, 領地を

守 っ た り
, 寺 島用 水の 新設.

都 田 川霊水路 (現在の 朝鮮

川) の 用例等 の 事業を 実施 した
｡

ま た
,

三 河木綿 の 中心

で もあ り, 交通, 舟運の 要地 と して 栄 え た
｡

写 真- 1 黄 金 堤

昭和3 0 年 3 月1 0 日 に
, 吉 田町 と秩須賀村が 合併 し, こ

の 他 に ゆ か り の あ る ｢ 吉 良+ と称 して 新生 吉良 町 が 発足

L た ｡

( 2 ) 財 政

囲- 2 に 示 す と お り吉良町 の
一

般会計歳入 歳出 決算額
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歳 入

繰 越 金1 . 9 %

諸収 入

2 . 8 %

/ ＼
胆支 出金
6 . 6 %

町 債

6 . 9 %

国 庫支 出金

7 . 6 %

そ の 他

7 . 1 %

総 額

237
,
3 5 8 千 円

地 方交付税

32 . 8 %

繰 越 金2 . 9 %

そ の 他

1 1 .8

国庫支 出金

4 . 3 %

町慮
6 .1 %

県 支出 金

9 . 3 %

総 額

4
,
4 4 8

,
2 2 6 千 円

諸収 入

13 . 7 %

町 税

34 . 3 %

町税

36 . 8 %

地 方 交付税

1 6 . 0 %

4 0 年 度
衛生 費
6 . 5 %

＼

民生 曹

8 . 2 %

農林 水産

業費 表

11 . 7 %

5 9 年度

そ の 他

12 .
6 %

衛 生 費

5 . 0 %

公債 費
9 .7 %

総務費

1 0 . 6 %

(資料､
町 総務 課)

教育菅
18 . 8 %

総 額

2 33
,
3 5 8 千 円

公債曹
13 . 4 %

そ の 他

8 . 7 %

総 務費
14 . 8 %

土 木費

14
. 0 %

民 生 費
20 . 9 %

総 額

4
,
3 6 4

,
8 6 7 千 円

土 木 費

1 3 .
4 %

固- 2 吉 良町
一

般会計歳入 , 歳出決算額

ほ年 々 増加 し昭和59 年度 に は 4
,
3 6 4

,
8 6 7 千円 に 達 して い

る
｡

中でも民生費と 農林 水産業費の 伸 び が著 しく
,

昭和

40 年度 に 総歳 出額の 11 . 7 % にす ぎな か っ た 農林水産業費

が 昭和59 年度 に は16 . 9 % に 増加 した
｡

昭和59 年度 の 農林水産業費の 内訳を 見る と全決算額の

736
,
9 1 7 千 円の う ち615 , 9 8 6 千円 (38 . 6 % ) を農業費及び

土 地 改良費 で 占め て お り
,

さ らに 農業生産 の 基本 と な る

土 地 改良費 の 決算額が 3 幻 , 8 8 2 千円あ り大き な 割合 に な

っ て い る
｡ 農業 の 比率の 高 い 本町 に と っ て

, 農業関係の

歳出割合が高 い の は 当然で あるが
, 民生 費と並 ん で町財

政の 大きな負担 と な っ て い る
｡ 今後も国県の 補助金 の

一

層の 充実 が望 まれ てい ます｡

3 . 吉良町の よ業構造

% を下 回 っ て い るが
,

戸に 比べ32 戸 (22 % )

教 育曹

14 . 6 %

農林 水産

業費
16 . 9 %

彩≠

昭和55 年は16 7 戸と昭和50 年の 14 4

増加 した｡

一 方, 兼業農家数 は総農家数の 減少と共 に 減少 して い

( 戸)

3
,
0 0 0

2
,
0 0 0

1
,
0 0 0

( り よ豪数の 動き

総農家数の 動きをみ る と, 昭和45 年の 2 , 1 9 2 戸 か ら昭

和55 年に は1
,
9 4 0 戸 と な り , 1 0 年間に 252 戸 (1 1 . 5 % ) 減

少 した
｡ 農家数を専兼業別 に み る と , 専業農家は昭和30

年 ま でほ 過半数 を 占め て い た が 経済の 高度成 長に 伴 い 昭

和40 年に は11 % に 減少 して い る｡ 更 に 昭和45 年以後 は10

- 7 6 -

さ㌘岩出

( %

35 . 0

( % )

物口[ 口
､

閂禦4 4 . 5 52 . 2

昭 .
25 3 0

5 1 . 8 5 3 .6

3 6 . 9

10 . 6 9 . 5

[
7 2 . 5

2 0 . 3

シイ

7 . 2

[
〓

臼
9 . 1

35 40 4 5 5 0 5 5

第
二

種

兼
業
農

家

第1 種兼

業農家

専業 農家

資料 : 農林 業セ ン サ ス

図- 3 専兼業別農家数の 推移
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0
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0

0

0

a

8

6

4

2

0

0
0

h

,

,

-

,

,

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0

畑

畑通普

( 牧草地)

昭 .
3 2 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 5 8

資料 : 面積統 計

図- 1 耕地 両横の 動き

る が
, 絵島家数 に 占め る割合は 昭和45 年 以降特 に 増加 し

90 % を超 え て い る
｡

こ の うち 第 一 種兼 業は昭和45 年 まで

総農家数 の 約 1/ 3 を占め て い た が 昭和 50 年以降ほ15 ～ 2 0

% と 急激 に 減少 して お り, 反面第 2 種兼業農家は 大幅に

増加 して7 0 % 以上 と な っ て い る
｡

( 2 ) よ用 地の 動き

昭和58 年の 耕地 面 熟ま145 0 血 で ,
こ の うち , 田 が 糾1 血

(5 8 % ) , 畑が 60 4 血 ( 42 % ) と な っ て お り , 畑 の う ち普

通畑Iま39 9 血 ( 2 8 % ) , 樹園地iま20 5 l氾 (1 4 % ) とな っ て

い る
｡

耕地面積 は昭和35 年か ら昭和58 年の23 年 間に 25 5 血( 1 5

% ) が 減少 して お り , 年間で は 10
～

30 血 と な っ て い る ｡

こ れ は 主 と して
,

工 場用 地, 道路, 公共用 地等に 転 用さ

れ た もの で
, 昭和35 年 以降 の 農地 転用 面積は 田 は 229 血

( 8 7 % ) , 畑で は33 血 (1 3 % ) と な っ て い る
｡

l . 湛水防除事業串介

昭和40 年 よ り着手 され た
, 県営湛水防除事業ほ 農作物

の 被害 の み な らず, 市街地 , 農村集落の 排水等 に も多大

な効果が あり, 特 に 稲作中心 で あ っ た
, 吉 良町 の 農業を

近代化 ( 施設 園芸) へ と導 い た 事業 で もあ っ た
｡ 実施 さ

れ た 湛水 防除事業 は
, 吉 田地 区, 吉田二 期 地 区, 吉 良地

区, 津平地区の 4 地区で
, す で に 事業ほ完 了 し

, 吉良町

へ 施設が 譲与さ れ て
, 吉 良町 吉 良土 地 改良区, 吉良用

悪水 土 地 改良区, 吉良町 農業用排水 機維持管理 運営協議

会 を中心 に 維持管理 運営を 行 っ て い ます｡

園- 5 湛水防除事業実施概要囲
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表一l 吉 良町農業用排水擁場
一

覧表 ( 口 径 200 m m 以上) ( 資料 : 吉 良の 統計)

機場 名

完 成

年 月

ポ ン プ

口径

ⅠⅦ n

形

馬力 ･

P S ･

E W

毎 分
発 電 機

諾l諾A

エ ン
′

ジ ン

P S

燃料屋 外
夕 二/ ク

容 量

且

排 水

河 川 名

設置事業 名

青 田

大 島

横須賀

白 浜

斎藤久

饗 庭

荻 原

酒 井

野

敷

好

訪

八

島

内

桟

富

蛸

富

商

津 平

田

田

山

･

盲

新

高

吉 田二 割

青 田万 田

42 . 8

4 3 . 9

4 5 , 3

4 5 . 9

4 6 . 8

4 7 . 5

5 7 . 2

4 8 . 9

4 8 . 9

5 7 . 2

4 9 . 10

51 . 6

5 3 . 3

5 3 , 3

5 4 . 3

5 4 . 3

5 5 . 3

55 . 3

5 6 . 7

5 7 . 2

予61 . 2

予61 . 2

彊
600

チ ュ
ー ブ ラ ( 水中 モ

ー タ ー )

6 0 0
チ ュ

ー ブ ラ ( 水 中モ

ー タ ー )

…三蓑1董重宝霊芝享

105 P S

5 2 . 5 P S

8 8 P S

4 2 P S

8 0 P S

1 4 0 P S

7 0 P S

3 0 K W

7 0 P S

3 0 E W

1 5 E. W

7 0 P S

3 0 K W

8 0 P S

3 0 K W

7 . 5Ⅰ( W

6 0 P S

l l E. W

6 0 K W

l l 且W

l l O P S

2 4 K W

1 8 5 P S

1 3 2 E.
W

9 0 E.
W

l1 5 E W

ll E W

l l K W

5 . 5 E W

1 0 0 . 2

4 9 . 8

3 0

…至‥…【;;
148 . 2

7 8 . 6

4 5

7 6 . 2

4 3 . 8

6 . 1

9 0

4 9 . 8

7 6 . 2

4 3 . 8

3 0

3 0

7 5

7 5

三菱喜!享

40

42

39

40

4 8

9 5

1 0 8

54

5 4

5 4

3
,
50 0

3
,
0 0 0

1
,
9 5 0

5
,
0 0 0

1 , 9 5 0

1
,
9 5 0

1
,
9 5 0

1 , 9 5 0

1
,
9 5 0

3 , 00 0

三 河 湾

三 河 湾

三 河 湾

三 河 湾

矢 崎 川

矢 崎 川

矢 崎 川

矢 崎 川

矢作 古川

矢作 古川

矢 崎 川

白浜潮適地

広 田 川

三 河 湾

矢 崎 川

三 河 湾

朝 鮮 川

吉田遊 水池

吉田 遊水池

県営湛水 防除

〝

〝

〝

〝

/ ′

県営ほ 場整備

県営湛 水防除

〝

県営ほ 場整備

県営湛水防除

単独土 地改良

県営緊急農地

等防災

県営ほ 場整備

県営湛水防除

県営用 排水施
設整備

県営湛水 防除

県営緊急農地

等防災

県営ほ 場整備

県営ほ 場整備

県営 ほ 場整備

( り 喜田地 区( 昭和4 0 ～ 1 6 年) , 吉田 2 期地 区( 昭和

l¢～ 5 5年)

本地区の 排水系統 は地 区内を南北に 流下す る
, 中部,

西 部, 東部 の 幹線排水路と ,
こ の 3 幹線排水 を 合流さ

せ
,

三 河湾 に 放流す る朝鮮川 と 南部低地帯の 排水樋門と

に 分れ て お り , 計画の 樹立 に 当 っ てほ , 地 形, 経済性,

緊急性を 勘案の うえ, 排水能 力を決定 し
, 各極門 に 排水

機場 を併設 した ｡ 計画基準雨 量 は 西尾観測所の 昭和 2 年

～ 昭和38 年 の 連続 3 日 間最大雨量 と し, 年超過確率1/2 0
,

3 2 0 m m を採用 した
｡

横須賀, 青 田
, 大島, 斎藤久 の 4 機場 と附帯水路を 第

一 期工 事, 荻 凰 内野, 富八 の 3 機場 と 朝鮮川改修を 第

二期工 事 と して 施行 した｡

( 2 ) 吉 良地区(昭和13
～ 1 8年)

本地 区の 事業計巨酌 ま
, 現況 6 ブ ロ

ッ ク を
, 現況排水系

統, 地形, 経済性等 を勘案 し, 白浜, 饗庭, 酒 井 の 3 プ
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ロ
ッ ク に 統合 し, 導水路 に よ り各排水擁場 に 連絡 し, 地

区内の 排水 を 良く し
, 湛水被害を 防除す るもの で あ る

｡

( 3 ) 津平地 区( 昭和Ig ～ 5 5 年)

本地 区の 排水 系統 は
, 矢崎川を 狭ん で 津平, 駿 馬の 2

ブ ロ
ッ ク に 分れ て お り

, 計画の 樹立 に 当 っ て は
, 地形,

経済性 を勘案 し両 ブ ロ
ッ ク 間の 連絡暗渠と して の 河川横

断工 を 完備 して ､ 津平工 区 に 導水 し, 排水畿場 を新設 し

て
, 湛 水被害 を防除す る もの で ある｡

( り 手 業の 効果

湛水 防除事業及 び土地基盤整備事業等を 施工す る 前の

昭和40 年代以 前の 本町 の 農作物 は
,
｢ 水田 に は 稲, 畑 に は

露地 野菜+ で あ っ た
｡

しか し上 記事業の 完了に 伴 な い
,

湛水被害 の 減少,
ほ 場条件 の 改良で 田 畑輪換 が 可能 と な

り
,

収入 の 安定 した 多種多様 な農作物の 作付 けが 行わ れ

る よ う に な り, 花き,
い ち ご

,
ト マ ト 等施設 園芸作物 の

作付面積が 増加 した ｡

生産量に お い て 稿, キ ャ
ベ ツ

, た ま ね ぎ等が鹿端 に 減

少 した が, 稲 は水 田利用再編対策事業に よ る転作, 高地

作物 ほ気象条件, 出荷価格 の 大幅な 変動 に よ り農家収 入

が不 安定な 為 と思わ れ る
｡

こ れ らと は 対照的に 施設 園芸

作物 の 増加 に は 目を 見張 る もの が あ り ,
こ れ は作付面積

の 増加 に 加 え , 湛水防除事業及 び土 地 基盤整備事業 の 効

果に よ る単位面積当 りの 収穫量の 増 加 が 大きい ｡

耕種作物部門農業粗生産額 は
, 昭和40 年 に は稲, 麦の

占め る割合が57 % あ っ た が
. 昭和58 年に は22 % に 落込ん

で い る ｡
こ れ に 対 し, 野菜 ( 主 に施設 野菜) , 花き ( 主 に

%

1 0 0

7 5

5 0

52

花 き ･ 工芸 作物

ミ
/

朋

杉
〃

麦

4 0 4 5 5 0 5 5 5 8 年

( 資料 : 愛 知農 林 水産統 計年 報)

図- ¢ 耕種部門農業粗生産額比 率

施設花き) ,
工芸作物 を併 せた もの は30 % で あ っ た もの が

66 % に 倍増 して い る
｡

米の 消費 が年 々 減少 し, 季節感の

な い 多様な 食生活に 変化 してきた 日 本の 農産 物需要忙 対

処す るた め に は
, 今後 も施設園芸中心 の 農業構造を 堅持

す る必 要が あ ると 思われ る｡

5 . 青息町の 施設管理体制

本町 の 土地改良施設 の 管理 問題は
, 古く か ら重要 なこ

と と認識 され て い る が
, そ の 維持管 理 は大変 に 複雑 で難

解 な 問題で あり
, 今後と も地域 に 合 っ た管理 を検 札 改

善す る必 要が あ ると考 え て い る
｡

各種 の 土 地改良事業が 完了 し
, 増加 した 基幹的土 地 改

良施設は , 農家に と っ て は農業生産活動の 基本的な 施設

で ある と とも に
, 町 全体 で は 防災, 環境 の 保全等幅広い

効果が あ り∴ 町民全体 よ り ,
こ れ らの 施設管理 の 充実,

強化が 強く求め られ て い る｡ 本町 に お い ても,
こ れ らの

要望 を うけ,
土 地改 良事業 を強 力に 推進す ると 共に維持

管理 体制 を充実す るた め
, 昭和51 年1 月 よ り

,
土 地 改良

関係専属 の 農地 開発課が 新 しく 設置 され 以前か らあ る,

吉良土 地改良区, 吉良用 悪水土 地改 良区 と共に 土 地 改良

事業及 び施設管理 の 充実に 向け て取 り組 ん で い る と こ ろ

で あ る
｡

通常の 排水境場等の 維持管 理 は農地 開発課庶務係が 担

当し, 災害時に は工 務係も加 わ り , また 町の 防災交通課

よ り消防団の 協力も 得て 対応 して い る｡ 吉 良町 農業用 排

水 機維持管理 運営協議会規約 と排水 機運転管理 員の 位置

等を 紹介
,

こ れ らを参 照 して
,

本町 の 維持管理 体制 を御

理解騒い た い と 思い ます｡

吉良用悪水
上地 改良区

吉良町長
吉良土地

改良区

愛知県土地 改良事業
団体連合会

( 特別相中事糞)

吉良町農業用排水機
維持管理 運営協議会

行政 区
区 長

地

元

役

員

(非 常時lま 諌 全 員)

庶務係長

査主当担

庶

考

関

係

一骨
理

開

一係

農地
開発課長

課長補佐

防災交通課

5 名

消 防 団

工務係長

査主当担

工

務

関

係

集

村

軽
備

関

係

国
土

調
査

関

係

農業増悪水幹線(朝鮮川他)

農業用排水機門(苫田樋Fl 他)

j畳路

ため 池､
湖岸堤等
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( 吉田排 7k 棟他)

( 運転管理 員3 2 名)
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( り 吉良町l 業用排水機擁持管理運営協議会規約

( 目的及 び 事業)

貨 1 条 吉良町 農業用排水機 維持管理運営協議会 (以下

｢ 協会+ とい う｡) は吉 良町甘こ お け る農業用排水境の 円

滑な る経持管理
,

運営 を 行な う と と も㌢こ
. 湛水防除事

業等の 促進を 回 り
, 湛水 に よ る被害防止F こ つ と め る こ

とを 目的 とする｡

(会見)

第 2 粂 協議 会ほ 次の 者 を も っ て 構成す る ｡

1) 善良町長

2) 吉良町助 役

3) 吉良土地改良区及 び舌 良用 悪水 土 地 改良 区 の 理 事

長

4) 受益地 区の 区長始 め 関係組織代表者｡

5) そ の 他町長 が 必要 と認 め た 者｡

( 役員)

第 3 粂 協議会 に 次の 役員 を置く｡

会長 1 名

副会長 2 名

幹事 7 名

顧問 若 干名

2) 会長F こl ま町 長が 当た り
, 副会長 は 会員の う ちか ら

会 長が指名す る｡

3) 会長 ほ 会務 を総理 す る
｡

4) 副会長 ほ 会長を 補佐 し
, 会 長～こ 事故 あ る と き,

ま

た ほ 会長が 欠けた と きは そ の 職務を 代理す る｡

5) 幹事キま吉良町 助役. 吉良 用 悪水 上 地 改良 区事務局

長 同事務局長代亀 吉艮土 地 改良区 事務 局長, 同事

業 課長, 吉良町 建設課長, 同農地 開発課 長に て 構成

す る｡

6) 厭間 は 必 要に 応 じ会長が委嘱す る｡

( 会議)

第4 粂 会 議 は 協議会, 役員会, 幹事会 とす る｡

2) 協議会 は 年1 回 ま た は 必 要に 応 じ, 役員会及び 幹

事会ほ 必 要 紅 応 じ会 長 が 招集す る｡

( 議長)

第5 魚 会議の 議長 は 会長が これ に あた る ｡ た だ し幹事

会の 議長は 助 役が こ れ に あた る｡

( 事務局)

第6 粂 協議会の 事務 は 吉 良町 役場 農地 開発課 に お い て

処理 す る｡

( 雑則)

第7 粂 こ の 規約 に お い て 定め る も の の ほ か 協読会の 運

営 に 閲 し必 要な 事熟 ま
, 会長が 協議会 また は 役員会Fこ

諮 っ て 定 め る
｡

( 附則)

こ の 規約ほ 昭 和5 8 年 6 月29 日 か ら施 行す る
｡

( 2 ) l 業 用排水棲運転音理 且の 身分及び技術 箱斗

当町 に お ける 運転管理 員 の 選定及 び 身分保障は
, 以 前

は 区 長等地 元役員 に 管理 員 の 選出を 依新 し,
これ に 上 り

選 出 さ れた 方 々 に 運 転管理 をお 願 い して きた｡ しか し台

風. 大雨等 の 危険な 状況下 での 作業が 多い に もか か わ ら

ず, 災害補償等 明確な 規定が 無い ま ま運営 さ れ て き た の

で
, 昭 和6 0年産 よ り運転管理 員の 身分を 次 の と お り明確

化 した
｡

運転管理 員 の 身分

地 方公 務 員法第 3 粂第 3 項第 3 号の 嘱託員扱 い

( 臨時又 は 非常勤の 戯問 . 参与, 調査 員, 嘱託員及

び こ九 ら の 著書こ準ず る著の 聴)

任命方法

辞 令Fこ よ り委嘱

公務 災害補依等

町 条例 ｢ 吉 良町 議会の 議員そ の 他. 非 常勤の 職員 の

公 務災害, 補催事に 閑 す る条例+ の 第 2 魚の 職員扱

い
｡

近年, 維持 管理 の 重要性が 認め られ つ つ あ り, 複雑 で

高度 な 技 術 を 必 要とす る 維持補修, 操作点 検寄書こ つ い

て
, 愛知県. 愛 知県土地 改良事業団体連合会の 専 門戯負

を 講師に 招い て
. 吉良 町 農業 用 排水境維持 管理 運 営協議

会及び 排水機運 転管理 員 を対 象に 研 修 を 行な う と共 に
,

現場 で は , 県 土遵 の 専門職貝 よ り. 町 担 当職員, 両 改良

区 地 元 役員, 運 転管理 員合 同 忙 よ る. 技術措 苺 ( 基幹水

利施設 技術管理 或化特別指導事業) を受 け. 技術 力の 向

上 に 努め て い る
｡

写真- 2 維持管理 運営 協議 会, 運転管理 員を

対象 と した 研修会

( 3 ) 基幹水利施設技術管理強 化特別清書手業

事業内容

① 特別 揖苛事業 は . 連合 会が, 対象施設 を管理 す る

市 町 村, 土 地 改良 区 尊か ら特 別指導事業 の 実施 中込 み を

受け
, 市町 村,

七 地 改良区等の 拠 出並 び甘こ 国及 び 県の 助

成 に よ り造成 され る運営の た め の 資金( 以下 ｢ 遷宮 祭金+

と い う
｡) を事業費 と して 対 象施設 の 技術管理 の 指導 を
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行う事業
｡

② 連 合会 ほ
, 運営資金 を拠出す る市町村, 土地改 良

区等に 対 し, 対 象施設 に つ い て次の 指導業務を 行う｡

1) 河川法 第44 粂 か ら第51 粂 まで 及び 電気事業法第52

粂第1 項 に 規定す る管理 業務 の 遂行 に 関す る こ と
｡

2) 施設の 機能 の 保守及 び 安全性 の 確認 に 関す る こ

と
｡

3) 災害 の 予 防並び に 維持補修工 事の 計画
, 設 計, 積

算及 び施工 監督 に 関す る こ と
｡

8 . 吉 良町 の 施設管理の 現状 と対策

当町の 土 地改良施設 の 管理 は必 ず しも十分に 行な われ

て い る と は い い 難 い 状況 に あり, 今後施設管理 の 対策 に

真剣に 取 り組 む べ き時期 に き て い る｡

( り 施設管理 の現状

① 施 設管理担 当職 員

当町 の 施設管理 担当職 員は 現在 2 名で
, 他 の 職 と兼務

して お り, 専門知識を 有 しな い 一 般事務職 で あり, 通常

の 施設管理 は 非常勤職員の 運転管理 員に 任せ て あるの が

実状で ある
｡

そ の 運転管理 員 ほ 主 た る職を 他に 持 ち, 出水 時 の み 施

設 ( 排水機場) へ 出 向き, 運転操作を して い る と い っ た

状況で あ り,
こ の よ うな こ とか ら施設の 保守管理 が十分

と は 言え な い
｡

ま た 両改 良区 と も , 財政 の ひ っ 迫か ら人 員の 削減傾 向

に あ り当町 同様施 設 の 管理 は地 元 役員 に 任 せ て い る
｡

② 電気工 作物 の 保安 業務 の 委託

電気主 任技術者 ほ 町, 両改 良区 と も に 雇用 して お ら

ず, 電気保安管理 事務所 へ 委託 し, 委託 内容 ほ 法制上 の

義務の み に 対応 して お り, 保安上 必 要 な点検が 主 体 で
,

維持管理 上 必要な 点検整 備ま で 含まれ て い な い
｡

③ 管理 技術の 水 準

町 , 両 改良区の 職員及 び 運転管理 員 の ほ と ん どほ , 施

設 の 運転, 操作が で き る程 度で あ り, 施 設 の 保守点検,

整備補修 に 関 して の 能力 は 低 く , 故障 等が発生 した 場合

軽微 なも の でもほ とん ど業者に 依存 して い る
｡

また
, 町

両改 良区の 財政の ひ っ 迫か ら維持管理 費を 削減す る傾 向

に あ り, 必 要 最小限の 点検, 整備等の 実施に と どま っ て

い る の が現状 で あ る
｡

(む 技術 者の 確保

複雑で 高度な技術 を必 要 とす る施設管理 技術者を ,
1

市町村で 確保する こ と ほ 非常 に 困難で あ り , ま た 不 経済

で も あるの で
, 他の 方法を 検討 し, 技術 力 の ある人 材の

確保が 甲ま れ て い る
｡

漣) 賦課金等 ( 受益者負担金)

受益農家の 経営状態 は , 農産物価格の 低迷, 耕作面積

の 減少, 各種の 土地 改良事業の 進展に 伴う償還金 の 増加

等に よ り悪化 の 傾 向に あ る
｡

こ の た め
, 毎年の 恒常 的な維持管理 費 に 加え て臨時 的

な整備補修費を 賦課す る こ とは
, 非常 に 困難 に な っ て い

る
｡

⑥ 維持管理

施設の 老朽化 が 進み 整備, 補修 費 が 増加 する と と も

に
, 人 件費等の 運営 費も増大 して い る｡ また

,
市街軋

農村集落か らの 家庭雑排水 ,
ゴ ミ等 の 流入 や 安全施設の

設置等の 対応が 新た に 必 要 と な り
,

こ れ らの 処理 対策費

が 増大す ると と もに
,

近年,
集落 に 近 い 機場で は 悪臭騒

音等の 苦情も出 るよ う に な り , 公害対策も必 要 とな っ て

きた
｡

⑦ 運営状況

県営事業で 施設が 造営 され ると
, 施設管 理予定者 で あ

る吉 良町は 愛知県,
メ

ー カ ー 等に よ る運転操 侃 管理方

法 の 指導を 受け , 施設の 操作責任者と な り, 県と市町村

と の 間で 土 地 改良財産譲与契約書及び管理 契 約書 が 交わ

され , 施設 の 管理 が始 ま るの で あるが
,

こ の よ うな 行政

側 ( 町) が 管理 主体 で あ っ た 場合, そ の 効果を 受け る受

益 者の 意 識が低下 し
, す べ て の こ とが らを 行政が 処理す

る こ と が
,

一 般的 に な り
, 維持管理に 限度が な くな っ て

しま う こ と に な る ｡

そ の こ と か ら , 受益者 ( 農家 等) と して も ある程度自

分達 で責任を も っ て 対応する こ と が必 要で ある｡

そ れ ほ 営農 上 農作物 の 作付 に よ り , そ の 都度管理 水

位 が違 う の で
. 水管理 は 農家 が行 う こ とが 望 ま しい と考

え られ る｡

今後 ほ. 両 改 良区の 位置付け 及び , 地元 に 合 っ た 土地

改良施設 の 管理 基準等の 作成が 急が れ て い る
｡

( 2 ) 対 策

町 は , 施設管理 の 重要性 に つ い て
, 十分に 認識 して 運

営 を 行 っ て い る と こ ろ
.
で あ るが , 本来ほ 用排 水管理 等 に

長年の 経験 を持 つ 土地改 良区が 運営主体 に な る こ と が望

ま しい
｡

しか しな が ら. 両 改 良区とも組合員 ( 農家) か

らの 賦課金の 大幅ア ッ プ が望 めず, 施 設の 老朽化 に も か

か わ らず, 維持管理 に 十 分な費 用 が充当 で きな い 状況 で

あ る
｡

こ れ ら施設は
,

地域社会 へ の 貢献度も高く
,

町も応分

の 費用 負担は す るが , 財政的に も限度が ある
｡

当面 の 対策 と して
, 地 域住民に 施設管理 の 実情 を説 明

し, 施設 の 重要性 に 対す る意識高揚を 図り, 受益者負担

の 理 解 を求 め
, 維持管理 費の 充実を 図る｡

一

九 市町 村単独で 対応す る こ と が 困難 な複雑 で高度

な 近代施設に 対応出来る施設管理 技術者を , 県土連の｢ 特

別指導事業+ に 求め
, 施設 の 点検, 調整, 整¢乱 補修等

の 指導を 受け , 適期, 的確 な整 鳳 補修を 行い
, 施設の

耐用 年数の 延長を 図 り, さ らに 現有 の 職員及び 運転管理

員 の 技術 向上 に 努め
, 誤操作 や整備不 良に よ る人災を 最

小 限に と どめ
, 安全性の 確保, 防災対策 の 有効 か つ 適正
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な利 用に努 め る｡

丁. お わ り に

当町の 施 設管理i こつ い て†も 今後解決 しな くて は な ら

な い 問題が 多数あ り, ま た
一 方 に 於 い ては

, 愛知県下有

数の 地盤沈下地帯で ,(1 0 年間に 約10 c m) , 加 え て
, 大都市

( 名古屋市) 近郊 とい う位置 に あ るた め
, 山間部の 開発,

施設 園芸 ( ハ ウ ス 園芸) の 増 太 地目変 更等, 地 区の 状

況が 現有 の 排水施設の 計画時と 大きく変化 し, それ に 伴

な い
, 排 水施設 の 見直 しの 声が 年 々 高ま っ て釆 て い る

｡

こ の た め 現在吉 良町全域 に お け る
, 流域面積,･ 地目別面

積, 現況排水系統排水施設規模 ( 樋門,
ポ ン プ等) 及び

能 力の 調査を
, 愛知県 の 指導 の も とに , 専門業老に委 託

し
, 現施設と 計画施設 を総合的 に 管理 運営す べ き, 総合

排水基本計画 を策定中で あ り, 施設管理 と併せ て
, 充分

に 検討 し地 域 に 合 っ た 方法で 改善 し, よ り良い 環境を 作

り ｢ 安心 して 住め る町づ く り+ に
一 層の 努 力 して い る と

こ ろで あ る｡

社団法人 北海道土地改良設計技術協会

会 長 塚本 健二

副 会 長 今井 敏明

専務理事 小島 智

理 事 石川 定雄 , 桜 田 大民, 下村
一

白石 貢 , 藤原 寿美, 前谷 俊 一

監 事 桐田 三好 , 京野 省三

〒00 1 北海道札幌市北区北 8 条西 6 丁 目 2 松村 ビ ル

雷 0 1 1 - 7 2 6 - 6 0 3 8
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新潟県に お ける堪水防除事業等 に よる

排水機場 の 管理 の 実態 と課題 に つ い て
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l . は じ め に

新潟県西 蒲原 郡巻町 堀山 新田 に
, 明治25 年新設 され た

蒸気検閲 に よ る排水機が
,

わ が 国最初 の 機械排水 施設と

い われ て お り , 本県が機 械排水 に おけ る先駆的立 場 に あ

っ た こ とは , 明治41 年の 国の 調査 に よ っ ても, 全国1 6 3 ケ

所の うち , 新潟県は30 ケ 所 を数 え, 2 位の 岐阜県の14 ケ

所, 千葉県の1 0 ケ所 に 比較 して 明 らか で あ る｡

新潟平野を 中心 と する低 平な湿地帯が , 今日 の よ う な

農業生産基盤に 至 る発展過程を み て も, 外水 対策の た め

に 開削 した い く つ もの 日 本海 へ の 放水路 の 建設 に 引き続

く内水 排除対策の た め , 揚排水 技術 の 進歩と 平行 し て
,

至 る所 で 揚排水焼場 が設置 され て きて い る ｡

特 に 戦後に お い て は
, 国営 か ん が い 排水 事業を 中心 と

して 排水対策も大規模化 し
, 新井郷川排水 機場 ( ポ ン プ

口 径2
,
2 0 0 m 叫 9 台 , 昭和3 6 年完成) , 新川 河 口 排水 機場

( ポ ン プ 口 径4 , 2 0 0 m m
, 6 台 , 昭 和47 年完成) 等, 幾多の

全国屈指の 大排水機場 の 完成を み て い る ｡

こ の よ う な 農業 基盤整備 と して の 排水対策事業の 著 し

い 進展の 結果, 現在本県に は大小合せ て 約 200 ケ 所の 排

水 焼場 が 稼働中 で あ る｡

しか しな が ら, 昭和3 0 年代後半か ら の 高度経済成長 に

よる 著 しい 都 市化 の 波は
, 単 な る農業排水と して の 機能

以上 の 施設 を 必要 とす る事態を 各地で 発生さ せ
,

こ の た

め の 対策 と して生 まれ た 湛水防除事業ほ ,

"

農村地域排

水
''

の キ メ 手と して
, 積極 的な企 画と 推進が 図 られ 今日

に 至 っ て い る こ と は 周知 の と お りで ある｡

本稿ほ
, 数多くの 排水機場の 中か ら

,
こ の 湛水防除事

業に よ っ て 造成 され た 機場に 焦点を 当て て
,

こ れ ら施設

の 維持 管理 の 実態 と課題 に つ い て 論述する｡

2 . 湛水防除事業の 実施 状況

新潟県 に お け る湛水 防除事業は
, 昭和37 年度の 制度化

*

( 現) 構 造改善指班設邪設計課農業土木中門富

( 前) 新潟県農地部農地鯉設課長

官 本 宏
*

次
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‥ ･

‥
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4
-
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･
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‥
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と 同時 に 着工 した 長岡市 の 深 才排水横場を 始め と して ,

現在ま で に31 地 区,
3 6 焼場が 計画 され た が ,

こ の う ち21

焼場が 昭和59 年度 まで に 竣工 し
,

1 機 場を除 きい ずれ も

稼働 して い る
｡

湛水 防 除事業は , 御承 知 の と お り , 流域内の 立 地 条件

の 変化に よ っ て
, 湛水 被害 の 発生 の 恐れ の あ る地域に お

い て
,

こ れ を防止 す るた め に 行 うもの で ある が
, 本県 に

お い て ほ
, 急激な 都市開発, 天 然ガ ス 汲み 上 げ等 に よ る

地盤 沈下, ある い ほ地域開発 に 伴 う流域変化等 が 主 な要

因と な っ て い る
｡

排水機場を 計画す る場合 に ほ
,

か ん が い 排水事業等で

造成 され た 施設を増車す る ケ
ー

ス と , 新設す る2 つ の 方

法 が ある が
, 本県 の 実施状況 を み る と , ほ ぼ半 々 と な っ

て い る
｡

湛 水 防除事業 ほ
, 事業 の 性格上

,
地元負担 に つ い てほ

原則 と して 地 方公 共 団体 が 負担す る こ と に な っ て い る

が
, 維持管理 に つ い て は , 増設, 新設を 問わ ず当該土 地

改良区が行 っ て い るの が 多い と い うの が本県 の 実態 で あ

る｡

農村地域 の 混住化の 進む 中 で の 今後 の 排 水施設計画

ほ
,

地 域排 水 と して の 発想を 鮮明 に 打ち 出 し, 自 治体 の

意向等を十 分踏 ま えな が ら検討す る こ と が肝 要と考 え て

い る｡

従 っ て , 既 に 制度化 され て い る農地 防災排水事業の ほ

か, 湛 水防除事業等は , 排水基準の レ ベ ル ア ッ プ指 向に

か ん が み , 今後 ます ます事業化の 要請 が強 ま るも の と思

わ れ る｡

3 . 湛水防除事業 に よ る排水機場の 概要

新潟 県で湛水防除事業 に よ り昭和59 年度 ま で に 造成 さ

れ 稼働 して い る排水 機場は
,

義一1 の と お りで ある が
,

現在計画 も しく ほ 建設 中の もの が ,
こ の 他に 9 地 区,

1 6

機場 ある
｡

上 屋構造 に つ い ては , 経済性,
工 期短縮 の 面か ら,

一
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時期鉄骨構造 ( 外壁A L C 板) の もの が 多く採 用 され て

い るが
, 施工 時期( 外壁及び 塗装) が 冬期間に な る こ と

,

及 び 寒冷地の た め 外壁の い た み が 早く 来る場合 が ある こ

と等 忙 よ り
,

最近で は R C 構造 の も の も採用 され 始 め て

い る
｡

ポ / プ に つ い て は
, 低揚程 の た め 横軸軸流型が 2/ 3 を

表
-

1 排 水 機 場 の 概 要

排 水 幾 場 名 上屋構造

台
径ロ

全揚程

m

揚水量

m
さ/ m i n

竣工

年度

横軸軸流 0001 レ′ゼ一

イデ

棚 刑 期恒 馴 排 水 機 場l 筑 _ ト
横 軸軸流 ク00

01 1 . 7 1 5 4 8 . 4 1 4 0

横 軸軸流

川

l〃57 2 . 7 0 1 7 8 . O 1 4 2

鎌 研 排 水 幾 湯I R C
〃

W
し
瓜

0

0

1

3

1

2 8 2 . O 1 4 2

川l 皆 川 排 水 機 場I R C
デ ィ

ー ゼ ル

〝

b p

〝

5

5

6

2

5 9 . 4

1 9 . 2 4 3

横軸斜流 2 1 2 . 6 5

横軸軸流

村 上l瀬 波 排 水 榛 場l要筑｡ )

横軸斜流

横軸斜流

0

0

0

0

0
0

21

動 機

〝

W

〃

k5

0

5

11 2 8 5 . 6 5 1

興l 中 興 排 水 幾 場】至筑 ｡ )

横軸軸流

( 横軸軸流)

( 横軸軸流)

0

0

0

0

0

0

6

9

6

〃

〃

ク

ク

〃

〃

2

5

5

2

2

1

4 5 . 0

( 7 0 . 0)

( 4 0 . 0)

5 0

2〃57 1 . 9 5 1 4 4 . O 1 51

横軸醜貌 2
,
0 0 0

▲

ソ
】

ル
り

(

U61〃 1 . 5 8 7 約 . O 1 52

杓 子 潟 排 水 機 場l雪祭占) ( 横軸軸流 700 1 1 5 6

5 5

6 3 . 0

72 0 . 0

2 . 1 8

3 . 1 0田 上 郷l 田 上 郷 排 水 機 場l 筑 ｡ ) 1 榊 斜流】1 ･ 3叫 3

六 間 口 六 間 口 排 水 扱 場

横軸軸流

( 横軸軸流)

( 横軸軸流)

( 横軸軸流)

80 0

1
,
1 0 0

9 0 0

7 0 0

〃

〃

ク

〃

〃

〃

〃

〃

7

0

5

5

3

9

7

4

6 9 . 8

(1 5 6 . 8)

(6 2 . 0 )

(5 7 . 8 )

5 6

〝

J /

デ ィ
ー ゼ ル

須 戸 排 水 牧 場l 翫 ｡ )

豊 栄 北 部

横軸軸流

横軸軸流

1 . 8 0

〝

葛 塚 排 水 機 場l至筑｡ )

横 軸軸流

横軸軸流

1
,
0 00

1
,
0 00

電 動 機

デ ィ
ー ゼ ル

5 5 k w

7 0 h p 5 8

2l 3 ･ 6 0

浜桓浜 排 水 機 場t要筑 ｡ )

横 軸軸流

横軸軸流

1 , 0 0 0

1 , 2 0 0

〃

〃

ク

〃

5

5

4

6

1 . 5 0

〝

1 1 7 . 8

1 6 9 . 7 5 8

横 軸軸流
別 山川 上沈

1 . 6 0

横軸斜流 2 . 0 0

( ) 書 きは
, 既設機場 よ り り移設
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占め, 原動機は 約 7 割が 電動機 と な っ て い る ｡

原動機 の 選定 に あた っ て は , 当初非常 用的 な機場 の 性

格 か らデ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン が 採用 され た が

, 維持管理 が

大変で あ るた め
, 電動扱 が大勢 を占め る よ う に な っ た

｡

しか しト 最近電気料 金の 値上 が り に 伴い
, 年間 の 運転

時間の 比 較的短か い 漁場 で は
,

基本料金が か さみ , 維持

管理 費 に 占め る電気料金の軍旬合が多く な っ て きて い るた

め
,

イ ニ シ ャ ル コ ス ト 並び に ラ ン ニ ソ グ コ ス トを 比較 し

て
,

デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン

, も しく は デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン

と 電動機 と を艇 合せ た もの が 計画 され る事例が 多くな っ

て きて い る点に 注目 した い
｡

ヰ. 排水機場の 管 理 の 実感 と課 題

l - 1 管理 の実態

機場 の 管理主 体は , 市町村ま た は 土 地改良区 と い う こ

と に な っ て い るが , そ の 実態 は表- 2 に ある よう に地元

受益者 また は 個 人が 運転管理 を して い る ケ
ー

ス が 約半 分

を 占め
, 操作員 の 年令構成も高令老が 2/3 を 占め て い る

また
, 管理上 資格者を 置く必 要の あ る焼場 が

, 大部分

外部団 体 へ 委託 して い るの が 実態 で あ り
, 貧弱な 点は 否

め な い
｡

図一1 に 示すと お り , 湛 水 防除事業で 造成 した 排水焼

場 の 運転時間は , そ の 性格上 極め て年間運転時間が 少な

表- 2 管 理 の 実 態

管 理 団 体 l 運 転 ･ 整備管理 者

市 町 村

土 地 改 良 区

市 町 村
地 元 受 益 者 1 3

個 人 1 2

土 地 改 良 区

土 地 改 良 区 12 地 元 受 益 者

個 人 1 1

地 元 受 益 者

そ の 他

表- 3 運転員の 年齢

年 齢J 人数

満

満
一
満

満

末

未

来

上

兼

40

5 0

6 0

以

答

歳

～

～

～

歳

回

3 0

3 0

4 0

5 0

6 0

無

1

3

3

0

2

2

1

表 - 1 電気主 任技術者

の 配置

技術者の 身分 l 件 数

職 員1 1

電気保安協会 に 委託

そ の 他 の 老 に 委託

1 0 1 以 上

(5)

年間 運転時 間

( 時間/ 年)

( 7)

9)

( ) 内 は機場数

図- 1 各焼場 の 年間運転時間

1 1 以 上

とょ)
■

6 - 1 0
管理 運転

檎場

(3) ( 回/ 年)

(

図- 2 年間管理 運転回 数

い
｡

2 ～ 3 の 機 場で は40 0時 間以 上 運転 して い るが, これ

は 増設機場 で
, 既設 ポ ン プ と振 り替 っ て運 転 され て い る

た め で あ る｡

管理 運転の 実態は, 図- 2 に 示すが
, 年間5 回以下の

幾場が 2/3 を 占め, そ の 中i こは デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン を 原

動機と して い るの が 7 機場含 まれ て い る
｡

デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン は

,
そ の 構造上 使用 しな い 場合で

も月 1 ～ 2 回 程度の 管理 運転 が必 要 と され て い るが
, 煩

わ しい 点もあ っ て 順守 され な い 焼場 が多 々 ある｡

整備状況も, 表- 5 に ある よ う に
, 計画的 に 定期点検

及び 日常点検を 実施 して い る轢場 ほ 5 割を 割 っ て お り
,

中に は 全く行 っ て い な い もの もある｡

況状備整
■

■

一一表

点検整備の 種頬
て

い

つ

な
行
い

々

施
時
実

的
施

画
実

計
に

定 期 点 検 整 備 11 1 1

日 常 点 検 整 備 l 5 1 2 1 4

ー
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l - 2 雑持管理士

椎痔管理 費の 実態把握 の た め
, 噴 前 1 ケ 年 ( 昭 和59 年

度) に つ い て 調査 した 結果が 表- 6 で あ り
, 維持 管理 費

の 低い 順に 記載 して ある｡

管理 団体 に よ っ て は , 湛水防除事業以外 で造成 した 幾

場 もも っ て い る場合が あ るた め に 今回 の 調査対象分の 経

費の 分離が 困難な もの
,- あ るい ほ た ま た ま大きな 修理 が

あ っ た もの 等を 含め て
, 規模 の 大小 を度外視 した 1 幾場

当り の 維持管理費は , 2 , 6 8 2 千円 (最高14 , 6 6 9 千円, 最低

111 千円) を 要 して い る｡

修理 費の 大きな もの と して は ,
ポ ン プ

,
エ ン ジ ン の オ

ー バ ー ホ ー

ル
, 7 ,

0 50 千円 , 電気設備補棟類 の 修理 に
,

3 , 0 0 0 千 円を要 した 例が あ る
｡

い ずれ に して も, 築造年数の た っ た 機場 で は , 過去 に

何度か 多額の 補修 費を費や して い るの が 実態 で ある
｡

維持管理 上 か らみ た デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン と電動機 の 比

較に つ い て は
, 興味 の あ る問題 で ある が

, 運 転時間の 少

ない 機場 に あ っ て は
,

圧 倒的に 前者が 安い
｡

しか しな が ら, デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン は 非常 に 煩 らわ し

い 管理 運転 を 含め ての 日常点検を 怠る と , 緊急時 に 運転

不能 と な っ た り ,
エ ン ジ ン の 分解整備の た め予期 しな い

出費を 強い られ る事態 とな り易い
｡

事実 , 現場 か ら は エ ン ジ ン ト ラ ブ ル が 多く て 困る と い

う 声も聞い て い る し
, 表- 6 の 中 に もあ るよ う に

,
エ ン

ジ ン の 分解整 備を 余儀な く され た 焼場が 3 ケ所 も 出て い

る
｡

次に
, 排水流域 の 都市化 に よ る維持管理 上 の 影響 に つ

い て 調査 した結果, 約 3 割 に 相当す る7 焼場 が何 らか の

表- ¢ 直 前1 ヶ 年の 維持管理 費

原 動 機
運転
時間

( b r)

人件費

( 千円)

整備費

( 千円)

動力費

( 千 円)

委託費

(千円)

そ の 他

(千 円)

計

( 千円)

備 考

( 現在迄に か か っ た 主 な経費)

10 1 0 11 1

3 0 1 0

2 0 1 8 4 001 O 1 0

デ ィ
ー ゼ ル 4 8 2 3 7 93

1 2 7 1 89 1 3 04

8 2

01 013 04911

デ ィ
ー ゼ ル 531 770

4510 1 21 ポ ン プ
,

エ ン ジ ン 分解整 備

544 822261

デ電 61
0
012 021 232311472 759

2909
0
02 真空ポ ン プ取 り替え

971 614 0611

デ電 00653

幾 23 06 42
0
0 056 961 1

, 叫655 ゲ ー ト 除塵機 修理

史
U931 真空 ポ ン プ修理

244 51
0
0232 02

0
0 281 グ ラ ン ドパ

ッ キ ン 取 り替え

0
01 2341 24

0
02 0021 7

0
01

00
凸

04 4510293 063つ
叫 567

ワ
h

り02

224
0
0 4 0 6 2

0
0021004 除塵機修理

10 . 2 2 6 2 4 7

( 注) 複数の 横場 を管理 し当該機場の み の 経費の 分離が 不 可能 な場合 も含む
｡
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董非 常 に 支障 を来 し
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支 障 を釆

都 市化 の 進 行 に

よ っ て 支 障 を来
5

し て お り ます か

l【 川】l
支 障 を来 し て い な い

図- 3 都市化 の 進行 に よ る 影響

て い る

し て い る

ン三:
ン

≡三
≒

=

管

支 障の 内
ン

lr】. .

理 費の 増 加
lll l
■

3

容 巨塵量旦圭員

∠≡ 1 ≡ヨ

新 た な施 設

1 ≡∋

重秀あ両天曇≡…

の 設置

図- 1 支障の 内容

支障 を来 して お り, 塵芥 の 増 8 件, 管理 費の 増3 件と な

っ て い る
｡
( 図一3 参照)

湛水防除事業で 造成 した と い う流域条件の 特異性を も

っ て い ると は い え, 管理 者 に と っ て こ の 種 の 悩み は さ ら

に 増大す る こ とが 予測 され る
｡

l - 3 今後の 課項

(1) 維持管理 費の 低減化

ポ ン プ場 を設置す る場合, 建設費ほ も と よ り, 造成 さ

表一丁 ボ ン

れ た 施設 の 維持管理 を ,
い か に 安価に

,
か つ 容 易に 行 う

こ とが で き るか が ポイ ン トで ある｡

本県 の 湛水防除事業で, 比較的多 く設置 され て い る規

模 ( 全揚程1 . 5 m
, 排水量200 m

8/ m i n 前後) の ポ ン プ場

を 例 に と っ て 検討 して み る と , 表- 7 の よ うな 組合せ が

考 え られ る
｡

こ れ ま での 設計例を み る と ,
ケ ー ス 1 ～ ケ ース 3 が 比

較 的多く, 設備費か らみ ると ケ ース 2 が 最も安価 と な り ,

次 い で ケ ース 3 , ケ ー ス 1 の 順と な る ｡

こ れ を維持管理費か らみ ると, 年間運転時問 を100 時間

程 度と仮定 した 場合, ケ ース 1 ,
ケ ー

ス 3
,

ケ
ー

ス 2 と

な る
｡

ケ ー

ス 4 は
, 以 上 の 点 を 考 慮 して 提 案す る もの で あ

り, 設備費ほ ケース 2 と 同程度, 維持管理 費は ケ ー ス 1

と ほ ぼ 同程度で ある
｡

加 え て電動 噺 こ よ る操作性 の 良さ

の ほ か
,

デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン が 1 台 で よい こ と , 運転時

間が 皆無の 場合で も電気の 基本料 金が微 々 た るもの で あ

り自家発電設備を 設けな けれ ば電気主任技術者 の 配置も

必 要 なくな る, と い う メ リ ッ ト が ある
｡

こ の よ う に ,
ポ ン プの 口径, 台数の 決定 に あた っ て は ,

単に 建設費や 排水量 に よ る単純な 2 分割 で ほ な く , 将来

に わ た る維持管理費の 低減化を 念頭に 入 れ て 設 計す る こ

と が 最も大事 な こ と と思わ れ る
｡

ま た
,

デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン を 原動摸と した 機場 に ほ

,

必 らずと い っ て い い ほ ど自家発電設備を 設け て い る が
,

最近の 電力事情ほ 作業停電 以外安定 して お り , 検討の 余

地が あると 考え て い る｡ 使 用頻度が 皆無 に 等 しい 設備の

保有は ,
い た ず らに イ ニ シ ャ ル コ ス トば か りか ,

ラ ン ニ

ン グ コ ス トの 増に つ な が り, か つ 発電幾 の 容量が 3 E V

A 以上 に な ると 電気主任技術者も置く必 要が あ るの で
,

こ の 点も留点す べ きで ある｡

日常 の 点検整備を 怠 ると , 時 と して 重大な 故障 に つ な

が る点 を考慮 して
, 今回 の ア ン ケ

ー ト で
,

` `

現在 の 磯場の

管理 は 適正 だ と思 い ますか
''

と い う 問を 出 した と こ ろ,

表- 5 の よ う に 計画的 に 点検整備を して い る椀場 が 約

プ の 設 計 例

ポ ン プ

種 類 口 径 l 台数

原 動 機

種 類 き 出 力 声 台数

電 源

引 込

電 気 主 任 技 術 者

ケ ー

ス 1 横 軸 軸 流 1 , 0 0 0 m m デ ィ
ー ゼ ル 1 7 0 p s 低 圧 自家発電設備 を有す る場合必 要

ケ ー ス 2 1
,
0 0 0 m m 電 動 横 1 55 k w 圧舌

同 必 要

ケース 3

1 , 0 0 0 n Ⅵ1 1 】 デ ィ
ー ゼ ル 7 0 p s

1 , 0 0 0 m m t l 電 動 機 55k w

高 圧 必 要

ケース 4

8 00 m m 1 1 電 動 機 37k w

1 ,
2 0 0 m m 1 1 1 デ ィ

ー ゼ ル 1 0 0 p s

低 圧l 自家発電設備を 有す る場合必 要
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1 /3 しか な い に も か か わ らず, 不 適正 と回 答 した 管理 者 は

皆無で あ っ た
｡

こ れ は , 管理 意識の レ ベ ル の 低 さ と も推測 され , 施 設

管理 面 に お け る今後 の 行政 サ イ ドの 課題 で も あ る｡

デ ィ
ー ゼ ル エ ン ジ ン の 管理運 転の 順守 の 重要性に つ い

ては 既 に 述 べ た と お りで あ るが
, 電動機 の 場合の 電力会

社 と の 契約 に あた っ て 留意す べ き点が ある｡

そ れ は , 契約容量は ト ラ ン ス 容量 では なく負荷容量と

す べ きで あ り
,

こ れ に よ り基本料 金が 大 巾に 節減で き る

と い う こ とで あ る
｡

また , 複数の 電動機 ( 主機) を有す る場合, 年間運転

時間の 少な い 幾場 で は
, そ の う ち の 何台か を 予備機 と し

て 最少限 の 台数で 契約す る工 夫 をす る等, 電力料の 軽減

に 努め る こ と が肝 要で ある
｡

(2) 修繕等に か か わ る事 業の 拡充強化 と助成

造成施設は ,
い か に 適 正 な維 持管理 が行わ れ た と して

も, 年数の 経過と と もに 修繕, 補 修は不 可避で あり, 多

額の 経費が 必 要 に な っ て く る
｡

現在,
こ の 種の 事業と して は

, 国営造成施設管理 補助

事業等,
い く つ か の 制 度化 が な さ れて い るが

, 湛水防除

事業 ク ラ ス に よ っ て 造成 され た幾場 に つ い て は
, 維持管

理 適正 化事業及び 基幹水利施設技術管理 強化特別指導事

業に よ っ て対応 して い る ケ ース が 多い
｡

本県 に お け る維持管理適正 化事業の 内訳を 昭和61 年度

計画 でみ る と, 1 1 1 ケ 所の う ち揚排水機場 が51 ケ所 で46 %

を 占め, 年度事業571 , 0 0 0 千円の うち ,
2 4 6 , 0 0 0 千円 (43

% ) が 予定 され , 本事業制度が い か に 基幹施設の 維持補

修に 貢献 して い る か が伺わ れ る ｡

ま た
,

基幹水利施設技術管理 強化特別指導 事業も, 県

土連技術者 の 的確 な指導中こよ り
, 現在26 施設 の う ち14 ケ

所の 排水幾場 に つ い て施設 の 機能 の 保守並び に 安全等が

図 られ て お り
,

基幹水利施設 の 保全に 大きく寄与 して い

る
｡

昭和60 年度に 農林水産 省に 施設管理 室が 新設 され た こ

と は , ますま す高度化す る 土地 改良施設 の 維持管理を 国

が い か に 重視 して い るか の 証左で あ り, 昭和61 年直 に 制

度化 され る土地 改良施設 管理設 備修繕事業 も, 本県と し

て ほ 待望久 しい も の で あ っ た だ けに
, 今後大 い に 期待 し

て い る
｡

湛水防除事業が ス タ ー ト して 以来, 既 に 20 数年経過

し, 維持管理適正 化事業等の 恩恵に 浴 した 機場も多数あ

り, 引き続き こ の 種の 制度の 拡 充並 び に 助成 の 強化を 要

望す る
｡

(3) 地域排水の 地方自治体 へ の 啓 蒙

湛水防除事業ほ , 他の 土地 改良事業 と異 な り
, 流 出率

の 高い 都市排水等 を包括 した 地域排水の 性格 を も っ て い

る
｡

従 っ て
,

そ の 対策事業の 要請は もと よ り, 建設費 の 負

担 に つ い ても, 地 方自治体が 主 体性 を も っ て 事業 の 推進

に あた る こ と に な っ て い る こ と は , 至極 当然 の こ と と受

け と め て い る が
,

本事業 に よ り造成 され た 施設 の 維持管

理 に つ い ても十分 な対応を す べ きで あろ う ｡

こ の 種 の 事業 に つ い て ほ
, 本県と して も地方自 治体 へ

の 一 層の 啓 蒙に 努め る と とも に
,

土 地 改良団体と の 協調

の も と に , 農村 地域排水 の 強化 と推進の た め に
, さ らに

努力が必 要で ある と考 え て い る
｡

5 . む す び

本県の1 , 6 0 0 有余の 揚排水機場 の 中か ら, 湛水 防除事業

に よ っ て造 成さ れ た排水機場 を ピ ッ ク ア ッ プ して
, そ の

管理の 実態把握の た め , 今回 特 に 関係団体 に ア ン ケ ー ト

調査を 依頼 した
｡

意図す る把握ま で に は 至 らな か っ た 点も あるが
,

総 じ

て
, 本県が 排水機 に つ い て ほ全 国的 に み て 数多く建設 し

て きて い ると は い え, 設 計面 に お い ても, 維持管理 面 に

お い て も, な お 研究や行 政指導 の 余地が 多 々 残 っ て い る

こ とを 痛感す る
｡

経済的で
,

か つ 操作も容易な
, 維持管理 を重視 した 施

設 の 設計が
,

とか く こ れ ま で お ろ そ か に され てき たき ら

い が ありは しな か っ た か
,

と 反省 して い る
｡

使 う 人の 身 に な っ て モ ノ を 作る と い う こ とは
,

施設計

画に もあてほ ま る鉄則で あ ると 同時に , そ の モ ノ を上 手

に 使い 長持ち させ る こ と もま た 大事 な こ と で ある
｡

本稿ほ , 以 上 の 観点 に 立 っ て取 りま と めた･も の で あり

今後 の 排水 機場の 計画設計並び に 維持管理 に つ い て
,

い

さ さか で も参考 に な れ ば幸い で ある｡
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1 . は じ め に

電気ほ 近代社会に お い て 不 可欠 な文 明の 利器 で あるが

そ の 利用方法を 誤れ は 人命 や 財産 に 災害 を与 え る危険性

を有 して い る
｡

こ れ ら電気 に 起因する種 々 の 災害 を未然

に 防止 す るた め に 各種の 法令が あ る
｡ 本 稿で は こ の 法令

に 基づく手続 の 概要を 述 べ るもの で ある｡

2 . 電 気関係法規の体系

電気 に 関す る法令を 大別す ると , (丑電気事業 に 関す る

もの
, (卦電気施設の 保安 に 関す るもの

, ③電気 の 計量 に

関す る もの
, ④国 の 特別の 施策に 関す る もの 等 が ある

｡

こ れ らを分類す る と表- 1 の よ うに な る
｡

表- 1 関 係 法 令

分 類 関 係 法 令

電気事 業に 関する もの 電気事業法

電気施設の 保安に 関す る

もの

電気事業法, 電気工 事士 法

電気 用 品取締法

電気の 計量 に 閑す るもの】計量法

国の 特別施策 に 関す るも
の

電源開発促進法

農山漁 村電気導 入促進法

そ の 他
消防法, 労働安 全衛生法,

工 業標 準化法

3 . 電 気 事 業

電気事業法の 目的に は二 つ ある｡

一

つ は , 電気は 国民

の 生活及び 経済上 不 可欠 な エ ネ ル ギ
ー で

,
こ れ を 安価に

安定供給す る こ と が 重要 で あ り, 電気事業は 地 域独占的

性格 を有す るか ら電気事 業が 公正 に 行わ れ る よ うに 事業

*

関東農政局建設部設計課

次

7

8

9

1 0

u

1 2

長 尾 隆
*

保 安規程 ･ ･ … ‥ ･ … … ･ ･ ･ ･ ･ … … ･9 6

主 任技術 者･ … … ･ … ‥ … ‥ ‥ 9 7

自家用電気工 作物関係の 報告事項
･ ･ = ･ ･ ･ ･ ･

9 8

電気使 用制 限 - ‥ … … … ･ …

9 9

電 力会社関係の 手続 ‥ ･ ･ ･ ･ ‥ ･9 9

あ とが き …
… ･ ･ ‥ … - ‥ … … ‥ … ･

9 9

の 規制を す る事業規制 で ある｡ も う
一

つ は 電気工 作物 は

本質的 に 危険性を 有す るも の で あるの で
, そ の 保安 に 関

して規制を 加え る保安規制 で ある
｡

こ の うち, 前者は電

気事業者 に 対 して 行われ る規制 で あり, 後者は 全て の 電

気工 作物 に 対 して 行われ る規制 で ある
｡

(2) 電気事業の 種類

電気事業 に は
一

般電気事業 と卸電気事業が あ る
｡

一 痕

電気事業は
,

一 般 の 需要 に 応 じて 電気 を 供給す る事業

で
, 送電や 配電部門を 有 し,

一 般 の 需要家 に 密接な 関係

が あり
, 法的 に 電気供給義務 を もた され て い る

｡

一

般電

気事業者 は
, 各電力会社 (北海道, 東北

, 東京, 北陸,

中部, 関西
,

四 国, 中国,
九 州

, 沖縄) で ある
｡ 卸電気

事業 は
一

般電気事業者に 電気を 供給す る こ とを 目 的とす

る事業 で
, 直接, 需要家に 密接 な関係は な い

｡ 卸電気事

業 者と は電源開発㈱及 び 各県等が地元の 総合開発の 一

貫

と して水 力発電事業を 営ん で い る もの 等で ある
｡

なお
,

一

般電気事業者と卸電気事業を 併せ て 電気事業

者 と定義 して い る
｡

l . 電気工 作物

( 1 ) 電気工 作物の 定義

電気工 作物は , 電気事 業法第 2 粂 に 定義 され て お り
,

電気事業法の 適用 を 受け る範 囲が定め られ て い る
｡

そ の

内容は 次の とお りで ある
｡

(D 発電の た め に 設置 され る機観, 幾器,
ダ ム

, 水 路,

貯水池, 電線路及び そ の 他の 工 作物｡

② 変電,
送電又 ほ 配電の た め に 設置 され る機械, 器

具, 電線路及 び そ の 他の 工作物｡

③ 電気使用 の た め に 設置 され る機械, 器具, 電線路,

及び そ の 他の 工 作物｡

電気工 作物 は, 発電, 送電, 配電, 電気使用 の た め に

設 置され る工 作物の 広く使用 され て い る名称で
,

通常固

定 して 設 置され た物 で ある
｡ 例え ば 発電所等は 総合設備
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と して の 電気工 作物 で あ る と 同時 に それ を構 成す る機

械, 器具も設置 され た 状態 に お い て電気工 作物で あ る
｡

通信設備等の 弱電流電気 に 係 る部分は 電気事業法の 規

定か ら除 外され る こ と に な るが
, 通信設備用 の 電源設備

等の 強電流電気 に 係 る部分ほ電気工 作物の 適用 を受け る

こ と に な る
｡

な お
, 鉄道営 業法, 地 方鉄道法, 軌道法, 船舶安全法,

海上 自衛隊の 船舶. 道路運送車両法, 及び 航空法に よ っ

て 設置 され る工 作物 で あ っ て
,

こ れ ら車両 等以外の 場所

に 設置され る電気的設備 に 電気を 供給す るた め の もの 以

外の もの 及び電圧30 V 未満の 電気的設備で あ っ て , 電圧

30 V 以上 の 電気的設備 と電気的 に 接続 され て い な い もの

は 電気工 作物か ら除 外さ れ て い る
｡

( 2 ) t 気工 作物の 種類

電気事業法の 目的 の
一

つ で ある電気工 作物の 工 事, 維

持及び 運用を 規制 し, 公共の 安全 を確保す るた め 電気事

業法第 2 粂及び 第66 粂で 電気工 作物 を電気事業用電気工

作物, 自家用 電気工 作物及 び
一 般用電気工 作物 に 分 け

て
,

そ れ ぞれ の 電気工 作物 の 実態 に 合 せ た 保安体制を と

らせ て い る｡ 各電気工 作物 の 概要を 述 べ る と次の と お り

で あ る｡

(丑 電気事業用電気工 作物

電気事業者が
一 般 の 需要 に 応 じて電気を 供給す る こ と

を 目的と して設置 され る発電, 変電, 送電, 配電及 び直

接 こ れ らの 設備管理 を行 う事業場 に 設置 され る工 作物を

い う｡

②
一

般用 電気工 作物

同
一

構内に お い て使 用す る電圧が600 V 以下( 低圧) の

電気工 作物及び 受電の 場 所と 同
一

構 内で使用す るもの
｡

( 構 内とは 原則 と して サ ク
,

へ イ 等に よ っ て 区切 られ
一

般 の 人が 自由 に 出入 り でき な い 区域 を い う｡) た だ し ,

7 , 0 0 0 V 以下( 高圧) , 5 0 k W 未満 の 需要設備 に つ い て は ,

同
一 構内 に 限 っ て使 用 する場 合に お い て

一

般電気工 作物

の 適用 を 受け る
｡

しか し同
一

構 内以下 に わ た っ て 電線路

が 設置 され て い る場 合, 同
一

構内に 同
一

施設者の 自家用

発電設備が 設置 され て い る場 合, 及び爆発性や 引火性の

物が 存在す るた め
, 電気工作物 に よ る事故が 発生す るお

そ れ が あ る火薬栴を 製造する事 業場等 に 設置す る電気工

作物は , 自家用 電気工 作物の 適用を受 け る
｡

③ 自家用 電気工 作物

電気事業用電気工 作物 と
一 般 用電気工 作物以外の すべ

て の 電気 工作物 が自家用 電気工 作物と な る ｡ 具体的 に 示

すと 次の と う りで ある｡

( 3) 自家用電気工作物

① 他 の 着か ら600 V を こ え7
,
0 0 0 V 以下の 電圧( 高圧)

で 受電す る もの ｡ た だ し
, 受電電圧 が 高圧で あ っ て も受

電電力の 容量 が50k W 未満 の も の は 自家用 電気工 作物 と

しな い
｡

② 他 の 老 か ら 7
,
0 0 0 V を こ え る電 圧 (特 別高圧) で

受電す る も の
｡

特別高圧 とは , 低圧 , 高圧と比 べ て危険度が 高 い た め

電気工 作物の 工 事, 維持及 び 運用 に お ける保安 に関 して

特別の 配慮が 必 要 と され るもの で ,
こ れ らはす べ て自家

用電気工 作物 とな る｡

③ 構外に わ た る電線 路を 有す るもの
｡

④ 発電設備( 非常用予備発電装置 を含む｡) と 同 一 構

内に あ るもの
｡

発電電圧 が30 V 以上 の 発電設備 ほ規模 の 大小 を問わ ず

自家用 電気工 作物 の 適用 を受け る
｡

た だ し
, 発電電圧 が

30 V 未満で あ っ て も変圧器 等 に よ っ て30 V 以上 の 電気的

設備と 電気的 に 接続 され て い るもの は 自家用 電気工 作物

と な る
｡

ま た , 発電用 の 電気工 作物を設 置す る老 が, そ

の 発電 用 の 電気工 作物の 設置場所と 同
一

構 内に 設置す る

電気 工作物 は
, 殆 ん ど発電機 と接続さ れ る こ と と な るた

め, そ の 危険性か ら
一

体的で あ ると の 判断か ら自家用電

気工 作物と な る｡

(9 火薬類取締法 に 規定す る事業場に 設置す る も の
,

及 び 石炭鉱 山保安規則 に 規定す る事業場 に 設置す る も

の
｡

⑥ 公衆 の 出入 す る事業所 と して 次に 示す事 業所 に 設

置 され る電気工 作物に 係 る受電電 力の 容量が20k W 以 上

の も の
｡

( a) 劇場. 映画館, 演芸場 及び観覧場

(b) 公会堂 及び集会場.

( c) キ ャ
バ レ

ー

,
ナ イ ト ク ラ ブそ の 他 こ れ に 煩す る

もの

(d) 遊 技場 及 び ダ ン ス ホ ー

ル

( e) 百 貨店 及び マ ー

ケ ッ ト

( l ) 自棄用電 気工作物 の保安体制

電気工作物 は, 危険性 を有す るもの で あ るた め
,

公共

の 安全を確 保する こ と を第 一 の 目的 と して 保安体制を と

る必 要が あ り, 自 家用電気工 作物 の 設置者 に 対 し電気事

業法で 保安義務 が課せ られ てい る
｡

そ の 主 な もの は 次の

と う りで あ る｡

① 電気工 作物 を 技術 基準 (通商産業老の 省令及び 告

示で 電気設備, 発電用水 力設備等 に 関す る技術基準

を 定め た もの
｡) どう り に 維持す る義務｡

② 電気工 作物 の 工 事, 維持及 び運用 に 関す る保安を

確保す るた め保安規定 を定 め
,

こ れ を守 る義務｡

③ 電気工 作物 の 工 事, 維持及 び運用 に 関す る保安を

監督 させ るた め, 主 任技術者 を選任 し, 届出 る義務｡

④
一

定規模以上 の 電気工 作物 の 工 事を す る場合,
そ

の 工 事計画に つ い て認可申請又 は 届出を し
, 検査 を

受け る義務｡

⑤ 電気事故が 発生 した 場合,
そ の 他の 報告義務｡

以 上 の よ うな電気工 作物 に 対す る保安体制を ま と め る
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技術基準

維 持義務

( 法4 8 条)†
自主保安体制{竺霊芝冨芸冨芸漂芸三芸≡芸濃;

条'

国の 直接監督眉
事計画の 訊 届出( 畝言王墓)
査(法4 3 条. 規7 3 条)

用開始届出(法7 3 条,
規別 条)

放そ の他の報告( 法1 0 6 条. 報4
,
6 条)

入検査(法1 0 7 粂)

術基準適合命令(法4 7 条)

保安規程改善命令(法5 2
-

3 条)

( 注) 法 ･ ･ ･ 電気事業法

規 …

電気事業法施行規 則

報･･･電 気関係報告規則

国- 1 自家用 電気工作物 の 保安体制

と 図 -

1 の よ う に な る｡

5 . エ 事計画 と手 続

自家用電気工作物 は公共 の 安全 を確保す る こ と を 目的

と し, そ れ 故種 々 の 規制 を受け, 電気工 作物の 規模,
工

事 内容等 に よ りそ れ ぞれ 手続 が異 な る ｡
こ こ で は

, 主 と

して新設工 事, 即 ち ｢ 設置 の 工 事+ に つ い て 述 べ る
｡

な

お
,

｢ 変更の 工 事+ ( 工 事計画の 認可 又 は 届出後 の 変更の

工 事) の 場合に つ い て は 電気事業 法, 同塵行親別 に述 べ

られ て い るの で 参照 され た い
｡

( り 工 事計画の 規制

自家用電気工 作物 に つ い て は
,

工 事に 着 手す る前 に そ

の 工事 計 酎 こ つ い て 技術基準 に 適合 した 計画 で ある こ

と, 発電水 力の 有効利用 の 確保 の た め の 適切 な計画 で あ

る こ と 等に 閲 し, 予 め計画 段 階 で の 規制を 受け る
｡

工 事

計画ほ, 保安 上 の 観点 か ら具体的な 設計 に 即 して 行わ れ ,

こ れ らは 認可を 要する もの と事前 届出を要す るもの と に

区別 され る
｡

な お , 工 事計画の うち更 に 軽易 なもの に つ

い て は 認可及 び 届 出を 要す る こ と な く, 主任技術者 の 監

督 の もと に 工 事を 行う こ と が で きる｡

( 2 ) 認可申請を要す る工 事計画と手続

認可申請を 必 要と す る工 事計画は, 電気事業法施行規

則第70 条 に 定 め られ て い る
｡

主 な もの を表 -

2 に 示 す｡

表- 2 に 示 す設置の 工 事を 行 う場合の 手続 を 図- 2 及

表- 2 認可 を要す る工 事計画 ( 設置の 工 事)

工 事 の 種煩l 工 事 の 内 容

発 電 所
発電所 の 設置 で あ っ て

, 出力100 k W 未

満の 水力発電所 の 設置 以外の もの
｡

需要設備 【 受電電圧 1 万 Ⅴ以上 の 需要設備の 設置

(注) 1 . 発電所と は
, 電気を 発生す る た め に 設置す る

発電機, 原動機, そ の 他の 電気 工作物(貯水 池,

ダム
,

水路等 を含む
｡) 又 は ,

こ れ に 附属す る

変 圧器 そ の 他 の 電気工 作物を い う
｡

2 . 需要設備 と は , 電気 を使用す るた め に , そ の

使 用 の た め の 構 内と 同
一

構内 に 設置す る電気工

作物で 非常用予備電源装置等も含ま れ る
｡

び図- 3 に 示す｡

( 3 ) 事前届出 を要す る工 事計画 と手続

事前届出を 必 要と する工 事 計酌 ま
,･･ 電気事業法施行規

則第71 粂に 定 め られ て い る ｡ 届出 した者は , そ の 届出が

受理 さ れ た 目 か ら30 日経過 した 後で な け れ は 工事 に 着手

す る こ とが でき な い
｡

こ れ は 受理 され た 日 か ら30 日以 内

に 変更命令が な い 限 り工 事 に 着手 して も差 し支え な い も

の で あ る
｡ 事 前届 出を必 要 とす る主 な工 事計画を表- 3

に 示 す｡

真一3 に 示す設置 の 工 事を 行 う場 合の 手続 を囲 - 4 に

示 す｡

章一3 事前届出を要す る工 事計画 ( 設置の 工 事)

工 事 の 種煤 l 工 事 の 内 容

発 電 所 l 出力100 k W 未満の 水 力発電所 の 設置｡

需要設備

受電電圧 1 万 Ⅴ以上 の 需要設備以外の 需

要設備で あ っ て
, 最大電力500 k W 以上 の

もの 又 は 出力100 k W 以上 の 非常 用予備発

電装置 を有す る もの
｡

( り 認可 申請及び手前届出 を要 L ない 工 事計画の 手

続

需 要設備 の 最大電力 が500 k W 未満の 需要設備(10 0 k W

以上 の 非常 用予備発 電装置を 有 しな い もの
｡
) を新設す る

場 合ほ
,

工 事計画の 認可 申請及び事 前届 出 を必 要 と し な

い
｡

こ の 場合の 手続を
●

図- 5 に 示 す
｡

( 5 ) 使 用 開始 届出を要す る場合の 手続

認 可 申請 及 び事前 届出を した 自家用 電気工 作物で 国又

は 県等が 設置 した 自家用電気工 作物を 土 地改良区等に 管

理委託 させ る場合は, 受託管理 者が使用開始届 出書を 作

成 し, 遅出 しなけれ は な ら な い
｡

こ の 場 合も受託管理 者

ほ 主 任技術者の 選任届 臥 保安規程 の 届 出が 必 要で あ る
｡

( 6 ) 工 事計画に 関す る書類

工 事計画 の 認 可申請又 は 事前届出 を 行 お う とす る自

家 用電気工 作物設置者は
,
｢ 工 事計画認 可 申請書+ , 又 は

｢ 工 事計画事前届出書+ の 書類を 整備 し提 出す る必 要が

ある｡
こ れ ら香炉 の 内容 は 次の と う りで ある

｡

● 工 事計画書

● 工 事 計画に 関係す る書類

● 工事工 程表

① 工 事計画書

工 事 計画書 に 記載す べ き主 な 項目 を表 - 4 ケこ示す
｡

② 工 事 計画 に 関係す る書顆

工 事計画に 関係す る添付善頬の 主 な も の を表- 5 に 示

す｡

③ 工 事工 程 表

工 事工 程 表は , 工 事の 着手か ら完成 ま で に つ い て 工 事

の 進捗 状況 等の 工 程管理 が で き るよ う に 作成 し, 各細目
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工 事 の 計 画
毛気主任技術者 の 題任

ダ ム 水路主任技術者 の 選任

｢
‾ ‾ ‾‾‾‾ ‾

｢

l

工事計自賛更認可申請

｢

工事計 画の 変更

｢ ‾

1

1

t

l

】

1

1

】

l

l

】

l

= ‾‾‾
l.

〓
-

‥
u

+

改修工 事

工事計画の認 可 申請

使用 前検査 申請
施行規則第3 7 粂の規
定の 工事の工程 ご と
こ 申帯

工 事 中 検 査

‾●■■■■■■■‾｢

電気主任技術者の適任届出

ダ ム 水 ㈱ 任届出

最初の洩査申請書撲出

の とさ､ 使用前検査手

放科 を納付す る ｡

工事 一 部完成

一

部使用 承認 申請

承認(検査を行なう場合がある

使用 前検査 中帝

合

使 用 開 始

仮 合 格

改修 工 事

+ _ _ _ +

保安規程の 作成

保 安規程 の 届出

軽 微 な 変 更

軽微 な変更届 出

( 制 限付使 用)

主任技術者変モ

選任 又は

保安規程の変モ

保定規程の届出 主任技術者の手挽 使用開始届

t 気工作物 の変

更工事

弦可中称またlよ

事前届出

ダ ム 漏水状況

月 報

発t 所出力

の変モ

貯水池および調整池
土砂たい棟状況年報

白銅発電所(f地洲

k▼以上ほ転使用期限

周一2 10 0 k W 以上 の 水力発電所 の 認可申請手続

発電所の廃止
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工事 の 計画

電 気主任 技術者の 選任

電 力会 社 中込 み

‾- ‾ ‾‾‾｢

+
_

_

工事計 画 変更 認 可 申 請

l
‾ ‾ ‾

L

_..___

エ 事計画の 変更

l‾

l

J

1

1

‾1

l

l

+

‾1

工 事計画 認 可 申 請

工 事 着 手

｢ ‾‾
‾

‾ - ‾‾

軽 微 な 変 更

軽 微 変 更 届

I

l

; ロ
l

1

1

1

1

J ｢ -

1 1

1 】

l 】

1 1

1
】

l l

】 l

‾1

使用 前検査申 請

検

l- - 一一一 -
+
･

不 合 格

+ ＋ - - - +

1

1

+

改 修 工 事

保 安規程 の 作成

主任 技 術者

の 選任 届 出

工 事
一

部完 成

一 部使 用承 認申請

完 成 した 部 分を使開 し

なけれj £な らなし 潤 一】

の 理由があ る場合

承 認

(検 査を行う場 合があ る)

_
j

(手数料納付)

メく

且

l
_ _ _

使 用 開 始

合

( 制 限 付使用)

｢

(

手

数

料
不
用
)

保安規程

の 届 出

電気土作物

の変更工事

認可申帝又

は事前届出

設 置者の 変更

保安規程

の 届 出

主 任技術者

の選任 届 出

使用開

始届

国 - ‡ 受電電圧 1 万 Ⅴ 以上の 需要設備の 認可 申請手続
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工 事の計画

電気主任技術者の 選 任

ダ ム 水路主任 技術者の 選任

( 水力発電所のみ必 要)

電力会社中込 み

( 水力発電所不要)

l

l

J

l

l

1

1

J

l

l

l

I

l

l

+
_

｢

‾
‾

｢

工 事計画変更届 出 エ 事計画届 出

(工 事着手の3 0 日前まで)

受

1

1

】
l

工事計画の 変更

｢

-

1

1

1

1

一
⊥

-

1

+

不 合 格

改 修 工 事

+ _ _ _ _ +

主任技術者の選任届出

保安規程の 作成

保安 規程の届 出

工 事 着 手

工事 一 部完成

一 部使用承認申請

(嘉弘志雷悪霊雪駄
な ければならない

)

承 認

(検査を行う場合が ある)

l

← _ _ _ _ _ _ - _
+

( 制 限付健脚

工 事 完 成

‾ ‾■I

使用 前検査 申 請 ( 手数料納付)

+ - - - - - - - ｢

仮

(

手

数

料
不

要
)

使 用 開 始

主任技術
者の 変更

保安規
程の 変更

電気工 作物の

変更工 事

選 任 又 は

解任の届出
届出

認 可 申認 又

は事前届出

最 大電力
の 変更

設 意 者 の 変 更 事故 廃止

報 告
保安 規程
の届出

主任 技術者
の選 任届 出

使 用

開始 届
報告 報告

良
一

1 事 前 届 出 手 続
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電気主 任技術者 の 選任

電力全社 に 申込 み

需 給 契 約 締 結

保 安 規 程 の 作 成

電 気 主 任 技 術 者

選任届
出

受理

選任許

可申請

許可

兼任承

認申請

承認

不選任

承認申請

承 認

保安 規 程 の 届 出

受

工 事 着 手

工 事 完 成

自 主 検 査

使 用 開 始

電気主任技術者の

変更
保安規程
の 変更

最大電力
の変更

選任又 は解任の 届出 変更届出 報告

事故

報告

廃止

報告

設置者の 変更

保安規程 の届出

国- 5 認可 申請及事前届出を要 しな い 場合の 手続

表- 1 工 事計画書記載項目

工 事 の 種類】 記 載 項 目

発 電 所

発電所( 名称, 位置, 出九 周波数) , 使

用 水 量 , 有効落差, 理論 出九 ダ ム
, 取

水設備, 沈砂池, 導水路, 放水 路,

ヘ

ッ

ド タ ン ク
,

サ ー ジ タ ン ク
,

水圧 管路, 水

車, 貯水池, 調整池, 発電棟, 変圧器
,

電圧調整器, 詞相挽,
電力用 コ ン デ ン サ

ー

, 分路リ ア ク ト ル
, 限流 リ ア ク ト ル

,

周波数変換器,
整流器

,
しゃ 断器

,
中性

点接 地 装置, 附帯設備

需要設備

需要設備( 名称, 位置) , 最大電 力, 受電

電圧, 電気を 供給す る変電所 の 名称,

し ゃ 断器, 中性点接地装置, 電気機械器

具, 電線路, 非常用予備発電装置, 騒 音

及 び 振動関係防止施設

主任技術
者の手続

工 事 の 着工 予定期 日
, 完成予定期日 が わ か るよ う に す

る｡

( 丁) エ事 着手

工事着 手の 中に は
, 機器 の 製作も 含ま れ るの で

,
工 事

計画の 認可又 は 届出, 保安規程の 届出, 主 任技術者 の 選

任届等の 手続 が 完了 してか ら幾器の 製作に 着手する必 要

が ある
｡

( 8 ) 関係 暮類の 提出先

電気事業法 に お い て は , 権限 が通商産業大臣に あ るが

同法第 114 条及び 同法 施行令第 6 粂で そ の 権限の 大部分

が通商産業局長 に 委任 され て い る
｡

これ に 該 当す る電気

工 作物 の 手続は 通商産業局長 ( 事務は 公益事業 部の 施設

課, 発電課( 又は 開発課)) に 対 して 行 う
｡

通商産業局長

の 権限 と され て い る主 な 事項ほ 次の と う りで ある
｡

① 出力10 万k W 未満 の 水 力発電所の 工 事並び に 需要

設備の 工 事の 全部に 関 す る 認 可 , 事 前届出, 使用 前検

査, 及び 技術 基準の 適合命令等｡
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表- 5 工 事計画 に 関係す る書類

工 事の 種類 l 関 係 書 病

発 電 所

発 電 所 送電関係
一

覧図, 発電所 の 概

要地形図,
主 要設備を示 した

図 面, 単線結線図等

水 力設備 流量 資料, 使用 水量 決定説明

書, 出力等の 計算書等

ダ ム 構造図, 設計洪水流量計算書,

安定計算書等

取水設備

導 水 路

水圧管路

水 車

構造図, 取水塔の 構造計算書

構造図, 通水 容量計算書等

圧 力計算書, 管胴の 構造計算

書等

水 車入 力決定説明書

需要設 備

主要設備 を示 した 図面, 単線結線囲, 受

電地点 を示 した 図面,
三 相短絡容量計算

書, 騒音 に 関す る説 明書
, 振動 に 関す る

説 明書等

②

③

④

⑤

保安規程の 届 出｡

主任技術者 の 選任
｡

使用開 始届

報告の 徴収

従 っ て
, 土地改良事業 で 取 扱う電気工 作物 の は と ん ど

は 通商産業局長に 対 して手続 を執 る こ と に な る
｡

な お
, 認可申請 又 は事前届 出を通商産業大臣 に 行 う場

合 に は , そ の 提出書類 の 写 し1 通 を, そ の 電気工 作物所

在地を 管轄す る通商産 業局 長に 提 出す る こ と に な っ て い

る
｡

¢. 電 気工 作物の 検査

( l ) 使用前検 査

工 事計画の 認可 又 は事 前届出を 済ま せ た電気工 作物 の

工 事が 完成 し,
こ れ を使 用 す る場 合は 工 事 の 工 程毎 に 使

用 前検査を 受け , こ れ に 合格 した 後で な けれ ば 使用で き

な い
｡ た だ し, 試験の た め に 使用す る等 の 場合 ( 電気事

業法施行規則第3 8 粂) は使 用 前検査 を省略す る こ とが あ

る
｡ 使用 前検査を 受けな けれ は な らな い 工 事 の 工 程は 次

の とう りで あ る
｡

① 水力発電所 の 工事

a . 完成後の 高 さが1 5 m 以上50 m 未満 の ダ ム に つ い て

は 基礎地盤に 堤体 コ ン ク リ ー ト を打設 し, 又 は 堤体材料

を盛 り立 て よ うと す ると き, 築造 した堤体積が 完成後の

堤体積 に 対 して 1/ 2 に達 した と き, 及 び ダ ム の 全部又 ほ

一

部を 流水の 貯留の 用に 供 しよ う とす る とき｡

b . 圧力導水路又 は 圧 力放水路 の ト ン ネ ル が 貫通 した

とき｡

C . 地中 に 埋設す る水圧 管路を据付 よ う とす る とき｡

d . 水力 発電所の 工 事 の 計 酎 こ か か る全て の 工 事が完

了 した とき
｡

② 需要設備の 工事 の 計酎 こか か る全て の 工事 が 完了

した とき｡

以上 か らわ か るよ う に
,

水 力発電所の 建設工事 に つ い

て は , 工 事中の 検査も使 用前検査 に 含 まれ る
｡

使用 前検査を 受ける場 合, 電気工 作物設置者ほ 使用前

検査中請書を 提出 して検査手数料を 納付 しな けれ ば な ら

な い
｡

使用 前検査 は
,

工 事計画の 認可 又 は 事前届出を した工

事計 酎 こ従 っ て行 われ て い る こ と, 技術基準に 適合 して

い る こ と を 合格基準と して 電気工 作物検査 官 に よ っ て 主

任技術者そ の 他技術に 関係す る責任者の 立会の もと に行

わ れ , 合格基準に 適合 して い れ ば検査合格と な り電気工

作物の 使用が 可能 と な る ｡

使用前検査に は
,

一

部 の 電気工 作物が 完成 し,

一 部使

用 承認申請の あ っ た場 合で検査 が必 要 と判断 され た 時,

行政運用上 行わ れ る立 入検査 と使用 前検査を 実施 し
,

や

む を 得な い 場合に 限 っ て (例 え ば発電設備で 認可最大出

力 は 不 合格 で あ るが, 出力を 下げれ は 保安上 支障の な い

場合等) 認め られ る仮合格も ある
｡

( 2 ) 立 入検査

自家用電気工 作物に 事故 が発生 した 場合, 電気工 作物

が 他 の 電気工 作物 に 障害 を与 え た場合等 に , 電気工 作物,

帳簿, 及び 書類等を 検査す る立 入検査 が行わ れ る ｡ 立入

検査 の 結果, 技術基準に適合 しな い 事項 に つ い て は , 電

気事 業法第49 粂及び 第52 条の 規定 に よ り電気工 作物の 修

理 , 改善命令, 及 び 保安規程 の 変更等 の 処置 を施す必 要

が ある｡

な お
,

主任技術者が法令違反又 は 保安規程を遵 守 しな

い 場合は 電気事 業法第55 粂 忙 よ り主 任技術者免状の 返納

命令もあ る
｡

丁. 保 安 規 程

自家用電気工 作物の 設置者 は
, 自主 保安体制を 確立す

るた め 電気事業法第52 粂 及び 第7 4 条 で保安規程を 作成 し

届 出る こ と を 義務づ け られ て い る
｡ 保安規程の 内容は

,

■

主 任技術者を 中心 とす る電気工 作物 の 保安業務分掌, 指

揮命令系統 等の 保安管理 体制 と, 組織を 通 じて 行う具体

的な 保安業務 の 二 つ F こ分け る こ とが で き る｡ 保安規程 に

記載す べ き事項 を次 に 示す｡

① 総則事項

作成 日的, 適用範囲, 及び 効力等｡

② 保安業務 の 組織事項

保安業務の 分掌, 保安業務を 管理 する者の 職務権 限,

主任技術者 の 職務, 主 任技術者の 地位及び 配置, 指揮命

令系統及 び連絡系統, 保安職員の 配置, 及び 主任技術者

不 在時の 措置等｡

-
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③ 保安業務 の 具体的事項

保安教育及び 保安に 関す る訓練, 巡 視, 点 検, 検査,

運 転, 操作, 発電所の 長期停止 時 の 措置, 非常時の 措置,

記 録及 び測 定器 具の 整備等｡

以上 の よ う に 保安規程 の 作成 は
, 電気工 作物の 工 事 ,

維 持及 び運用 に 関す る基本的事項を 定め る こ と に よ っ て

電気工作物 の 保安 の 確保 に 万全 を期す ろ こ とを 目的 と し

て い る
｡

8 . 主任技術者

自家用 電気工 作物の 設置者は , 自家用 電気工作物 の 工

事, 維持及 び 運 如 こ関す る保安を 監督 させ る た め に 通商

産業省令 で 定 め る主 任技術者免状の 交付を 受け て い る 老

又 は通商産業局長 か ら許可 を 受け た 老の う ち か ら主任技

術者 を選任 し届 出な けれ ば な らな い
｡ 主任 技術者 は法 令

並び に 保安規定 に 定め られ て い る保安業務に つ い て 監督

しな けれ は な ら な い た め , 電気工 作物 に 関す る主 任技術

者の 責務は 非常に 重要 と な っ て い る
｡

( 1 ) 主任技術者 の糞格 と選任

主 任技術者 の 資格 に ほ 第1 種, 第 2 種 , 第3 種 の 電気

主任技術者 と, 第1 種 , 第 2 種の ダ ム 水路主 任技術者が

ある
｡ 事業場 に よ っ て 選任 しな け れ はな らな い 主任技術

表- 8 事業場 の 種類 と主任技術者

事業場 の 種頼 l 主 任 技 術 者

1 . 水 力発電所 の 設

置の 工 事 の た め の

事業場

第 1 種, 第 2 種又 は 第 3 種電気

主 任技術者免状 の 交付 を受け て

い る 者及 び第 1 亀又 ほ 第 2 穐 ダ

ム 水路主 任技術者免 状の 交付 を

受けて い る老

2 . 水 力発電所 で あ

っ て , 高 さ15 m 以

上 の ダ ム も しくは

圧 力 4 k9/ c遥以上

の 導水 路,
サ ー ジ

タ ン クも しく は放

水路 を有す るも の

又 は 高さ15 m 以上

の ダ ム の 設 置の 工

事

第 1 種又 は 第2 種 の ダ ム 水路 主

任技術者免状の 交付 を 受けて い

る老

3 . 発電所
, 需要設

備 を管理す る事業

場 を直接統括す る

事業場

第 1 種, 第 2 穫又 は 第3 種の 電

気主 任技術者免状の 交付を 受け

て い る者及び そ の 直接統括す る

発電所 の う ち-こ 2 に 示 す水力発

電所以外 の 水 力発電所が あ る場

合 は, 第 1 種又 は 第 2 種 ダ ム 水

路主 任技術者免状 の 交付を 受け

て い る者

表- 8
′

主 任技術者の 種類と保安 の 範 囲

主 任技術者免状
の 種病

保安の 監督を す る こ と が で き る範囲

第 1 種電気主 任

技術者免状

全て の 電気工 作物の 工 事, 維持 及 び

運用 で 水 力設備の うち に 附属 して 設

置 され る電気的設備も含 ま れ て い

る
｡

第 2 種電気主 任

技術者免状

構内に 設 置す る電圧170 k V 未満の 電

気工 作物及 び 構内以外の 場所 に 設置

す る電圧100 k V 未満の 電気工 作物の

工 事, 維持及び 運用 で 水力設備の う

ち に 附属 して 設置 され る電気的設備

も含 まれ て い る
｡

第 3 種電気 主任

技術 者免状

構内 に 計置す る電圧 50 k V 未満の 電

気工 作物及 び 構 内以外の 場所 に 設置

す る電圧 25k V 未満 の 電気工 作物の

工 事, 維持及び 運用 で 水力設備の う

ち に 附属 して 設置さ れ る電 気的設 備

も含ま れ て い る｡

笠左芸芸芸芸芸ほ三冨芸完芸霊芝詰も雷雲芸冒㌘
第2 種 ダム 水 路

主 任技 術者免状

水 力設備, 高 さ7 0 m 未満の ダ ム 並び

に 圧 力 6 k9/ c 口宇未満 の 導水路,
サ ー

ジタ ン ク 及 び 放水路 の 工 事, 維持及

び運 用で電 気的設備 に 係 る もの を除

く｡

老は 電気事業法施行規則第7 7 条 に 定め られ て お り
,

そ の

主 な も の を示 す と表- 6 の と う りで あ る ｡

( 2 ) 主 任技術者の種類 と保安の 範囲

主 任技術 者免状 の 種類 と保安 の 監督を す る こ とが で き

る範囲は 電気事業 法施行規則第65 粂 に 定め られ て お り,

そ の 主 な もの を義一6
′

に 示す｡

( 3 ) 主任技術者 の選任方法

‾自家用 電気工 作物の 主任技術者 を適任す る場合 の 制度

と して
, 電気事業法第72 粂及 び 同施行規則第77 粂 に よ り ,

次 の 四 つ の 方法が 定め られ て い る
｡

① 有資格者を 選任す る場 合

表- 6 及び 表一 6
′

に 示 され て い る 当該事業場の 規模,

種 掛 こ 応 じた 主任技術者 の 免状 の 交付を 受け て い る老の

うち
,

原則と して そ の 事業場 の 中か ら選任 し届 出す る｡

② 有資格者以外の 老 を選任す る場合

主 任技術者免状の 交付 を受け て い な い 老 で あ っ ても,

所轄通商産業局長の 許可を受 けれ は主 任技術者 に 選任で

き る
｡

こ の 場合は 当該事 業場 の 保 気 監督 を行 う能力が

ある と通商産業局長が 認め た場 合の み で あ っ て , そ の 許

可 申請 に 関係書頬 を添付 して通商産業局長に 申請 し, 許

可を受け な けれ は な らな い
｡
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③ 他の 事 業場 の 主任技術者 に 選任 され て い る者を選

任する場 合

主 任技術者 は
一

事業場 一

主 任技術者を 原則と して い る

が
, 止 む を待 な い 場合 は他 の 事業場の 主任技術 者と して

選任 され て い る者が 当該事業場の 主 任技術者と して職務

を 支障な く遂 行で き る範 囲に ある と通商産業局長が認 め

た 場合 に 限 り兼任で き る｡
こ の 場合は 承認申請書に 関 係

畜類を 添付 して 承認 を受 け な けれ ば な らな い
｡

④ 主 任技術 者を選任 しな い こ と の で き る場 合

発電所等以外の 自家用 電気工 作物 で あ っ て
, 最大電 力

が500 k W 未満の 需要設 備の み に 係 る事業場で , 保安協会

等 に 保安業務 の 代行契約 を して い る場合は , 主任技術者

を 選任 しな い こ と が で きる
｡

こ の 場合, 主 任技術者不 選

任承認 申請書に 関係書頬 を添付 して
, 通商産業局長 に 申

請 し承認 を受 けなけれ は な ら ない
｡

( り 主任 技術者 の 兼任

電気事業法施行規則第77 粂 に よ り組織上 等の 特別の 理

由が あ っ て
, 主 任技術者 の 兼任が 保安上 支障が な い と通

商産業大臣又 ほ 通商産 業局長が 認め た 場合 に 限 り
,

主 任

技術者に 2 以 上 の 事業場又 ほ 設備の 主 任技術者の 兼任 を

す る こ と が でき る｡ 兼任の 承認は 次の 基準に よ り審査 さ

れ る｡

① 電気主 任技術 者の 場合

a
. 申請に 係る老 が, 電気主 任技術者免状の 交付を受

けて い る こ と
｡

■b . 申請に 係 る電気工 作物 は, 選任 しよ うと す る者 が

常勤す る事業場 又 は そ の 者 の 住所か ら 2 時 間以 内に

到達で き ると こ ろ に ある こ と
｡

C . 主 任技術者ほ設 置, 改造等 の 工 事期間中は 毎週 1

回 以上, そ の 他 の 場合 は毎月 2 回 ( 最大電力が 300

k W 未満 の 場合は 1 回) 以上 点検を 行う こ と｡

d . 主 任技 術者が 常勤 しな い 事業場の 場 合ほ
, 必要 な

事項を 主 任技術者 に 連絡す る責任者が 選任 され て い

る こ と
｡

② ダ ム 水路主任技術者 の 場合

a . 申請に 係る 者が ダム 水路 主任技術者免状の 交付を

受けて い るこ と｡

b . 申請 に 係 る老が 兼任す る水力発電設備が 同
一

水系

又 は 近傍水系に あ る こ と
｡

( 5 ) 主任技術者免状の 交付を受けない 者の選 任許 可

主 任技術者免状の 交付 を受 けて い な い 者又 は 受け られ

な い 老で あ っ て も, 電気事業法第72 粂 に よ り当該電気工

作物 に 限 っ て 保安の 監督を 行う能 力が ある場合ほ
,

通商

産業大臣又 は 通商産業局長 の 許可 を受 け る こ と に よ っ

て
, そ の 老を 選任す る こ と が でき る

｡ 許可の 基準の 主 な

事項を 述 べ ると 次の と う りで ある
｡

① 電気主 任技術者 の 場合

a . 申請に 係る事業場が 出力500 k W 未満の 発電所 及

び最大電 力500 k W 未満 の 需要設備又 ほ 事業場 の み

を直接統括す る事業場｡

b . 出力500 k W 未満の 発電所及び 最大電力500 k W 未

満 の 需要設備の 設置工 事｡

C . 指定学科を 修め て 卒 業 した 老｡

② ダ ム 水路主任技術者 の 場合

a
. 直接統括す る 水力発電所が 出力500 k W 未満の も

の の み の 事業場｡

b . 出力 500 k W 未満 の 水 力発電所の 設置工 事の た め

の 事業場｡

C . 指定学科を 修め て卒 業 した 老｡

g . 自家 用電気工 作物関係 の 報告事項

電気事業法第106 条 , 同施行令第 5 粂, 電気関係報告規

則 に よ り自家用電気工 作物 を設置す る老 は
,

そ の 業務の

状況 に 閲 し報告する義務 が ある｡ 報告 に は, 予め 定期的

に 報告書を 提 出す べ き定 期報告 と 報告す べ き事実 が発生

表一丁 定 期 報 告

報 告 書 名 l 報 告 期 限

貯水 池及 び 調整池土 砂 堆

積年報
5 月末 日

ダ ム 漏水状況報告 4 月末 日 ( フ
ィ

ル ダ ム 文 は

最初の 満 水の 日 か ら起算 し

て 1 年 を経過 しな い コ ン ク

リ ー ト ダム に 係 るも の に あ

っ て は 翌月末 日)

自家用発電所運転 4 半期

報

毎 4 半期の 最終月 の 翌月末

( 注) 出力500 k W 未満 の 発電所で は
, 自家 用発電所運

転 4 半期報 は報告 しなくて も良い
｡

表- 8 そ の 都 度報 告

報 告 期 限

速 報 】 詳 報

1 . 感電死傷事故

2 . 電気火災事故

3 . 電気工 作物 の 欠陥, 損

傷, 破壊又 は 電気工 作物

の 操作 に よ る死傷事 故又

は 他の 物を 著 しく損壊 さ

せ た事 故

事故 の 発生

を 知 っ た 時

か ら4 8時 間

以内

事故 の 発生

を知 っ た 日

か ら起算 し

て30 日 以内

4 . 出力10 万k W 未満の 水

力発電所の 主 要電気 工 作

物の 損壊事故

5 . 電圧1 万Ⅴ 以上 の 需要

設備の 主要電気工作物 の

視壊事 故

事 故が発生

した時申ゝら

48 時間以内

事故 が発生

した 日 か ら

起算 して30

日 以内
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需 要 設 備 の 設 置 者 東 京 電 力

事 前 協 議

1
電 気 使 用 申‾込

l

1

l一申 込 受 付

デ
案内+

)

査及び設計 】

担 金 計 算

図 面 協 議
l

l 供給設 廟

l 工 事 ♯ 負

l

(貰

承 諾 内 容 の 確 認1 l 供 給 承 諾

工 事 辛 負 担 金 支 払
1 l 工 事 サ 負 担 金 収 入

1

l 官 庁 関 係 手 続

1

内 線 落 成 子 宝 通 知
一

〔器謂喜ミ
｢ 電気工

定通

l 自 主 検 査

l

】内線 落成予定通知受付

空電話)
作物落成子

知書+

｢

供 給 工 事 施 工

官 庁 検 査 l 送 電
l

息
W 以上の

)

】負担金過不

l

一

担 金 精 算

需 給 開 始 l

1
l

足 又
･ 支払 l l 工

図- 8 電 力会社 との 手続概要

した とき,
そ の 都度報告す るもの が ある

｡ 表- 7 に 定期

報 告, 表- 8 に そ の 都度報告の 主 な もの を示す
｡

川 . 電気使用 制限

一 般電気事業者 は
,

そ の 供給区域 に お け る需要 に 見合

っ た 供給を 確保 しな けれ ばなら ない
｡ しか し , 万 一 異常

事態が 発生 した場 合に は供給 力の 不 足を 生ず る恐れ があ

る の で
, 電気事業法第27 条 に よ り , 予め 受電電力の チ ェ

ッ クを 行 う規制が ある
｡

こ の 規制は 受電詞制規則 に よ り

行わ れ
, 電気 を 使用 す る者 は

,

一

の 需要設 備 に お い て

5
,
0 0 0 k W 以上 の 受電電力の 容量 を も っ て 一 般電気事業

者 (10 電力会社) か ら供給を受 け る場合, 当該需要設備

の 設置場所 を管轄す る通商産 業局長等むこ受電開始30 日前

ま で に受電届 出書に 関係書頬を添付 して提 出 しなけれ は

な らな い
｡

こ れ に よ り所轄通商産業局長等 は, 当該受電

が 電気の 供給 の 不 足を もた らす等の 場合, 受電開始前 に

限 り受電容量 を 削減す る こ とを 勧告で き る｡

1 1 . 1 力会社関係 の 手 続

需要設備を 設置す る老ほ
, 当該電 力会社 と図- 6 に 示

す 手続 が必 要 と な る ｡
こ の 手続は , 各電 力会社, 契約電

九 設備 容量等 に よ り異な るの で 詳細は 電力会社 に 相談

す る こ と が望 ま しい
｡

1 2 . あ と が き

土地改良事業 で造成 され る ダ ム
,

頭首 工,
ポ ン プ場 に

設置す る ゲ ー ト
,

ポ ン プ設備は
,

電気と大 な り, 小 な り

関係 して い る
｡

ま た近時 に お い て は 小水 力発電 も土地改

良事業で 取組 ん で きて い る と こ ろで ある｡
こ れ ら電気設

備 に 設置す る場合 の 他 省庁 と の 手続 を 主体 に 述 べ てき

た ｡ 電気設備を設置す る場合 の 法体系か ら, 自家用電気

工 作物の 定義 も含め て農業土 木技術者が 理 解 しや すい よ

うに 書い た の で
, 今後 の 業務 に多少で も参考に なれ ば辛

い で ある
｡

【引 用 文 献】

自家用電気工 作物 必携 (文一総合出版)

自家 用契約の ご案内 ( 東京電力株式会社)
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日 本農業土木 総合研究所

焚 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 ソ ト

㈱ 日本兵業土 木 コ ン サ ル タ ン ツ

( 肘) 日本農業土木総合研究所

㈱ 間 組

㈱ 日立製作所

㈱ 青 木 建 設

安 藤 工 業 ㈱

㈱ 奥 村 鼠

勝 村 建 設 ㈱

株 木 建 設 ㈱

㈱ 栗本鉄工所

三 幸建設工 業㈱

住 友 建 設 ㈱

大 豊 建 設 ㈱

㈱ 竹 中 土 木

田 中 建 設 輪

前 田建設工 業㈱

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 湘土設 計研究所

帥

ク

〝

ク

〝

〝

〝

〃

〝
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ク
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上 田 建 設 ㈱

㈱ ウ ォ
ー タ ー ･ エ ン ジ ニ ア リ ン グ

梅 林 建 設 ㈱

エ ス ケ 一 札興産業㈱

㈱ 大 本 組

神奈川県農業土 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㈱

久保 田鉄工 ㈱ ( 大阪)

久 保 田鉄工 ㈱ ( 東京)

京葉重機開発㈱

㈱ 古 賀 組

㈱ 古郡工 務所

㈱ 後 藤 阻

小林建設工 業㈱

五 洋 建 設 ㈱

佐 藤 企 業 ㈱

㈱ 佐 藤 組

佐 藤 興 業 ㈱

㈱ 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 ㈱

新日 本 コ ン ク リ ー ト㈱

㈱新 シ ス テ ム 企 画研究所

須 崎 工 業 ㈱

世 紀東急工 業㈱

第
一

測 工 ㈱

大成 建設㈱ 高松支店

大和設備工 事㈱

高 橋 建 設 ㈱

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

㈱ チ ェ リー コ ン サ ル タ ン ツ

中 央 開 発 ㈱

東 急 建 設 ㈱
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東 邦 技 術 ㈱

東洋測量設計㈱

㈱土木郵券 セ ン タ ー

中川 ヒ
ュ

ー ム 管工 業㈱

日兼特殊工 業㈱

日 工 ゲ ー ト㈱

日 本 ユ タ ニ
ッ ト パ イ プ㈱

日 本技術 開発㈱

日 本国土 開発㈱

日 本大学 生産工 学 部図書館

日 本 プ レ ス コ ン ク リ ー ト工 業㈱

日 本 舗 道 ㈱

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 ㈱

㈱ 婦 中 興 業

㈱ 豊 蔵 組

ポ ゾリ ス 物産㈱

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 ン ト

堀 内 建 設 ㈱

前 田 製 管 ㈱

前 沢 工 業 ㈱

真 柄 建 設 ㈱

㈱ 舛 ノ 内 阻

丸 伊 工 業 ㈱

丸 か 建 設 ㈱

㈱九島水門製作所

九誠重工 業㈱東京営業所

水資源開発公団

水資源開発公団奈良俣 ダ ム 建設所

宮 本 建 設 ㈱

山 崎 ヒ ュ
ー

ム 管㈱

菱 和 建 設 ㈱

若鈴 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱

( ア イ ウ ェ オ順)
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,
0 川 名

編 集 後 記

本誌 ほ
, 昭和45 年-こ創刊 され て 以来15 年 余に わ た り刊

を重ね て お り ます が
,

こ の 間の 特 集号の 発行 は, 昭和46

年 ｢ ダ ム 技術+ , (第 7 号) を 最初 に
,

｢ 海 外技術協 力+

(第 9 号) ｢ 八 郎潟干拓事業+ ( 第24 号) ,
｢ 老朽 た め池+

( 5 0 号) ,
｢ 土 地改良事業 と環境の 保全整備+ ( 第60 号)

第16 回 に わ た っ て現在 ま で 行わ れ て きて い ます｡

今回 ほ
, 湛水防除事 業を と り上 げたわ け です が

, 本事

業 は
, 流域開発, 土 地利用 の 変化 に よ る流 出量 の 増大 あ

るい ほ
, 排水河川 の 流況の 変 化等 に よ り洪水 被害 の お そ

れ の あ る地域 に お い て こ れ を 防止 する事業 で
, 都市 との

接点 で 多く行 わ れ て い ます｡

特 に 近年, 都市化の 進展等に 伴い 流域 開発 が
一 層進 ん

で お り , 低平地 に 存す る農地の 排水条 件ほ 悪化 して きて

お り ますが
,

一 方で は 永 田の 汎用化の 要請 もあ っ て 事業

の 大規模化が み られ ると とも に
, 軟弱地盤 上 に お け る施

工
, 合理 的 な排水管理 等 に つ い て

, 技術の 向上 を
一

層図

る こ とが 要請 され てお り ます
｡

本号で ほ
,

以上 の ような 背景の も と に
,

湛水防除事業

に つ い て の 計画
,

施工
,

管理 に つ い て
, 多くの 御投稿を

頂き ま した の で
, 特集号 と して 編 集い た しま した

｡

本事業 を実施 され る に あた り
, 本号が利 用 され る こ と

を 念際 して, お届 け い た します
｡

( 川 嶋久 義 記)

水 と 土 第 6 ヰ 号
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印 刷 所 〒161 東京都新宿区下合落 2 - 6 -2 2

昭 和61 年 3 月31 日発行

農 業 土 木 技 術 研 究 会

T E L ( 4 3 6) 1 9 60 振替 口座 東京 8- 2 8 9 1

一 世 印 刷 株 式 会 社 ‾

T E L (9 5 2) 鉱51 ( 代表)

- 1 0 2 - 水 と土 第64 号 19 8 6



投 稿 規 定

1 原稿 に は 次 の 事項を記した ｢ 投稿稟+ を添えて 下 記 に 送付す る こ と

東京都港区新橋 5
-

3 4
-

3 農業 土 木会館内, 農業 土 木技術研 究会

2 ｢ 投稿票+

① 表 題

② 本文枚数, 図枚数, 表枚数, 写真枚数

③ 氏名,･ 勤務先, 職名

④ 連絡先 ( T E L)

(9 別刷希望数

3 1 回 の 原稿 の 長 さ は 原則と して 図, 写真, 蓑を含め 研究会原稿用 紙( 30 0 字)6 5 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, 術語 は 学会編, 農業土 木標準用 語事典に 準じられ た い
｡ 数字は ア ラ ビア 数

字 ( 3 単位 ご と に , を入れる) を使用 の こ と

5 写真, 図表 は ヨ コ 7 c m X タ テ 5 c m 大を 30 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 原図の 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 に迷 ･

わ な い よう, は っ きりし て い て, まぎらわし い と こ ろ は 注記を され た い
｡

写真 は 白黒 を原 則と す る
｡

7 文 字は 明確 に書き, 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 区別 の まぎらわし い もの は 鉛筆 で 注記して お くこ と,

た と えば

C , E , 0 , P , S , U , Ⅴ, W ,
Ⅹ

,

0 ( オ
ー

) と 0 ( ゼ ロ)

γ( ア ー ル) と γ( ガ ン マ ー )

w ( ダ ブ リ ュ
ー ) と α( オ メ ガ)

1( イチ) とH エ ル)

E (イ ー ) と 亡( イブ ン ロ ン)

な ど

Z の 大文字 と小文字

α( ェ
ー

) と α( ア ル フ ァ)

克( ケ イ) と 光( カ ッ パ )

∬( エ ッ クス) と ズ( カイ)

g( ジ ー ) と9 ( キ ュ
ー )

即( ブイ) と u( ウプ シ ロ ン)

8 分数式 は 2 行な い し 3 行 に と り余裕をもた せ て書く こ と

数字 は
一

マ ス に 二 つ ま で とす る こ と

9 数表 と それをグラ フ に した もの と の 併載 は さ け, どちらか にする こ と

10 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 r

本文 中に 記載す る
｡

孫引きの 場合 は, 番号を付 し
､
末 尾 に原 著者名

真 ～ 頁. 年号, 又 は
や

引用 者氏名, 年 ･ 号より引用
〝 と 明示する こ と ｡

1 1 投稿 の 採否, 掲載順 は編集委兵舎 に
一

任す る こ と

1 2 掲載 の 分 は稿料を呈 す
｡

1 3 別刷 は , 実費を著者が 負 担す る ｡

-

1 0 3
-

』 を付し引用文献を

: 原著論文表 屠, 雑罪名, 巻;
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