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　大規模な宅 地 開発 に伴い
， 河川流域の 流出機構が変化 し，

当該河川 の 流量 を著 し く増加させ る 場合に ， 下流域 の 河川

改修に代わ る洪水調節の 手段と して ， 高さ15m 未満の フ ィ

ル ダム 式 の 防災調節 （整）池 （図
一 1）を設 け る場合 が あ

　　　　　　　　　　サ
る。こ こ で い う防災調節池 は河川改修 の 永久代替手段 と し

て の 恒久施設 を い い ，防災 調 整池は 開 発面 積 10ha 以上 で ，

宅地造成期間が10年程度に 及ぶ 場 合 に 築造す る 下 流 の 河川

改修が完了 す る ま で の 暫定施設 を い う。暫定施設 で あ る 防
　　 サ
災 調 整 池 は ， 下 流 域 の 河 川 改修 が完 了 した 時点 で 宅地等 に

改造され る。洪水調節方式 は い ず れ も 自然放流方 式 で あ る。

　 こ れ らの 技術的基 準 は
「防災調節池技術基準（案）」 （以

下基 準
一 1 とい う），「大規模宅地開 発 に伴 う調 整 池 技術基

準（案）」 （以下基準
一 2 とい う）等 で 規定 され る。

　 こ の 2 つ の 基準 （案） の 大 きな相違点は ，防災調節池 の

場合，計画規摸を年超過確率 1！50 と し
， 開発後 の 流量 を下

流許容放流量 に 低減さ せ て放流し， 河川改修 に 代 わ りうる

治 水効果 を 期 待 す る の に 対 し，防災調整 池 の 場 合，宅地開

発後に お け る洪水 の ピー
ク 流量 の 値を ， 宅地開発前 に お け

る ピー
ク 流量 の 値 まで 調節す る た め に必要 な洪水調節容最

を もつ こ と を基本と し て い る こ とで あ る。

　そ の 他 の 相違点は ， 非越流部の 天 ば高さ，放流管 の 設計 ，

堤体 の り面 の すべ りに 対す る 検討等 に み られ る 。こ こ で は

防災 調 節池 の 基準 をベ ース に 説明す る。
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一1 防災調節池堤体横断図の
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一1 安定計算の 条件
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ダ ム の 型式 は 均
一

型 を標準 とす る が ， 均一型 ダ ム の 材料

として 適当な材料 が得 に くい 揚合 に は ゾー
ン 型と して よ い

。
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　ダム に 用 い る 土質材料は あ らか じ め 試験を行い
， 適当な

材料 で あ る こ と を確 か め た もの で な けれ ばな らな い
。 堤体

の 安定 に と っ て 適切な材料 は 次 の よ うな も の で あ る。  高

い 密度 を与 え る粒度分布 で あ り，せ ん 断強度 が 大 で 安定 で

あ る こ と。  堤 休の 最大水頭 に 対 し て 漏水 ，
パ イ ピ ン グ等

を起 こ しに くい も の。  堤体 の 安定に 支障を及 ぼ す よ うな

膨張性，収縮性 が な い もの 。  降雨 ， 浸透流 で 堤 体 の 含水

比 が 上昇 し て も軟泥化 し，
の り崩れ 等 を起 こ さな い もの 。
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承ゾーン 型の 透水部 の み

記号 は 「日本統
一

土 質分 類法」 に よ る

  有害な 有機物 お よび 水 に溶解 す る成分 を含ま な い こ と。

  含水比 が高 く締固 め が 困難 な 材料 で な い こ と。

3．　 ダム の 安定 およ び形 状

92

　防災調節 池 の 堤 体 は 高 さ が 低 い 揚合 が多い の で，適切 な

材料 を使用 し て 良好 な施工 が 行 わ れ て い れ ば ，堤 体の 安定

性 が 問 題 に な る こ と は 少 な い が，構造物 と し て の 重要性 を

考 え ， よ り高 い 安全性を確保す る た め ダ ム の の り面勾配は ，

土 と基 礎，32− 4 （3可5）
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表
一 1の 安定計算の 条件 に よ り決定す る。た だ し ， 表

一 2

に示す値 よ り緩や か な もの とす る。地震力 は 堤体 の み に作

用す る もの と し
， 堤体の 自重 に 設計震度を乗 じ た 値 とす る e

安定計算は 円弧すべ り面法を採用 し， 原則と して有効応力

法 に よ る。

　基準
一 2 で は 表

一2 に示すダム の の り面勾配 に よ る こ と

と し，一
般 に は安定計算を行わ な くて もよ い と し て い る。

4，　 の り面など

　ダ ム の 上流側 の り面 は波浪，雨水 な ど に よ り浸食 され な

い よ うに ， ま た 下流側の り面 は雨水お よび 浸透流 に よ っ て

浸食され な い よ うの り面処理 を施 す もの とす る。ダ ム の 堤

頂 は 幅 4m 以上 と し ， 表面 は 浸食 な ど に対 し て 安 全 な よ う

に 必要 に 応 じて 表面保護工 を施す。ダ ム の の り面 に は高 さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術 手帳

5 〜 7m ご と に 幅 3m 以上 の 小段 を設 け ， 排水施設 を設置

す る 。

　な お ， 基準
一1

，
2 は 計画 お よび 構造 に つ い て の

一
般的 な

技術的基準 を示 した もの で あ る が， 高さ15m 以上 の ダ ム の

揚合，河川法，ダ ム 設計基準 お よび 河川管理 施設等構造令

に よ る 必 要が あ る。
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「
ア ジア の 変動 帯 」

　一 ヒ マ ラヤ と 目本海溝 の 問
．一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤 田 和夫　編著

　本書 は 昭和58年 に ， 編箸者 の 大阪市立 大学理 学部定年退

官を記念し て 企 両
・
出版 が な さ れ た もの で ，従来，総括的

な 文献 の 少 な か っ た 東 ア ジ ア の ネ オ テ ク トニ ク ス を 中心 に

まとめ られ て い る。地形 ・地質 ・地球物理学等各界第
一

線

の 方 々 が分担 し て執筆 し て お られ る に もか か わ らず，単 な

る論文集で は な く， 専門外 の 人 に もあ る程度理 解で きる も

の に仕上 が っ て い る 。 こ れ は，地球科学全般に わ た っ て 通

暁 し ，
「 日本 の 山 地 形成論」 等 の 著作 も 多 い 編著者 な らで

は の もの と言えよう。

　そ の 目次 と項 目別 の 著者名を紹介す る と，

ユ，ヒ マ ラ ヤ と 日 本海溝 の 間

2．ヒ マ ラヤ前緑帯

3．中国復活変動帯

4．西南 日本準大陸

5．東 ア ジ ア の 地震活動

6．太平洋島弧系

7．フ ォ ッ サ マ グナ

8．フ ィ リ ピ ン 海島弧系　 1

9．　 　 　　 　 〃 　　 　 　 　 　 H
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郊　　起東 ・汪

　　　　　　藤田

　　　　　　尾池

山科健
一

郎 ・中村

　　　　　　松田

太 田　陽子 ・岡田

　　　　　　塩 野

貝塚　爽平 ・米倉

夫

高

鵬

夫

夫

明

彦

正

治

之

和

　
｝

和

和

｝

時

篤

清

伸

　ユ1．イ ン ド洋島弧系

　12，東 ア ジ ア の 基盤構造 の 発 展 　 1

　 13．　　　　　　　 〃　　　　　　　　　H

　14．西南 目本 の 基盤溝造の 発展

　ユ5，海面 変動 　　　　　　　 杉村

　 16．古応力場　 工

　 17．　 　 〃　 　 　 H

　18．地 殻 と造構 応 力

　 19．山地災害 と第 四 紀地殻変動

とな っ て い る．

　 こ の うち第 1 〜14章 は，第 1部

れ ，

動 につ い て ，

　　西村　　進

　　市川
’i告一郎

　　笹嶋　貞雄

　　弘海原　清

栽 ・前 田　保夫

　　竹内　　章

　　平 野 　昌繁

　　伊藤　英文

　　藤 田　　崇

　　　　　　　　　　　　　　　　地域編 と して ま とめ ら

　　口本を含む東 ア ジ ア 各地 の 大局的 な地 質構造やそ の 変

　　　　　　主 に プ レ ートテ ク トニ ク ス の 立 場 か ら最新 の

研究成果を記 し て い る。ま た 第15〜19章 は ， 第 H 部　甚 礎

編 と し て，こ れ らの 解析手法や理論の
一・

端 とそ の 応用が示

され て い る 。

　土質 工 学 に携わ る方 々 に と っ て ，本書は 必 ず し も実用的

と は言 い 難 い か も しれ な い
。

し か し
， 実際に 調査や工 事 を

行う現場に つ い て，そ の 場所の お か れ て い る広域的応力場

や地質変動経緯 を知 っ て お くこ とは 重 要 で あ る し，東 ア ジ

ア へ の 技術協力 が盛ん に な っ て きて い る 現在 ， そ の 基礎資

料 と し て も本書の 持つ 意味は大きい と言 っ て よ い の で は な

い だ ろ うか e　　　　　　　　　　　　　　 （榎並信行）
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