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は じ め に

　近年 ， 国民 の もつ 価値観が多様化 して い る こ と か

ら， 農村地域 も単 に食料生産 の 場 と し て だ け で な く，

安 らぎ とゆ と りの あ る 空間 と し て そ の 価値が見直 さ

れ る方向に あ る 。 と りわ け ， 北海道の 農村地域 は 自

然が豊か で
， そ の 牧歌的風景 は都会 の 入 々 か らも注

目され て い る p

　北海道西部に位置する真狩村 も， 容姿 の 美 し さか
　 　 　 　 え 　 ギ

ら別名 『蝦夷富士 』 と も呼ばれ て い る羊蹄山が間近

にそび え ， 恵まれ た景観 に囲まれ て い る 。 そ し て ，

こ の 羊蹄山 の 山裾 で は湧水 が泉 と な り，そ こ か ら清

流が っ く られ ，こ の 流れ の 中に は オ シ ョ ロ コ マ ・ヤ

マ ベ が生息 し ， 村民 の 憩 い の 揚 とな っ て い る。

　当事務所 で は ， こ の 地域で 『泉地区』 直轄明渠事

業を実施 して い る が，地元 の住民か ら も農村環境 へ

の 配慮 が強 く求め られ ， そ の 意向を踏ま えた 工 事 を

行 っ て い る と こ ろ で ある 。

　本稿で は ， 本地区 の 泉排水路に お け る ， 地域 の 環

境に配慮 し た施工 事例 に つ い て 報告す る
。

1． 地 区の概要

　本地区は，羊蹄 山南側 の 平野部に位置す る農村地

帯で ，畑作 を中心 と し た農業経営がなされ て い る 。

地区内 の 基幹排水路 で ある 泉排水路 は ， 断面狭小 で

あ り ， ま た ， 河床が高 い た め農作物 に多大な浸水 ・

過湿被害を与 え て お り， 営農上大き な支障 とな っ て

い る 。 こ の た め
， 本事業 に お い て基幹排水路の 改修

を行 い
， 併せ て 関連事業 に よ り支線排水路等 の 整備

を行 うこ とに よ っ て ，土地 の 生産性 を高め農業経営

の 安定を図 る こ とを 目的 と して い る。

　事業内容

Augu8t ，1992

排水路 1条 （泉排水路
一 1級指定河川真狩川）

　L ＝ ＝　3．　1　km （Qm 。。
＝18．　7　m3 ／s）

2． 本地区 の地 域の環 境

　　 （環境に配慮 した工法 の 必要性）

　 i） 真狩村は ， 馬鈴薯や ユ リ根 な ど の 畑作 を中心

と し た純農村地帯 で ある。初夏 には羊蹄山麓一帯が

白や薄い ピ ン ク色 の 馬鈴薯 の 花に包 まれ て ， 村民や

訪れ る 人々 の 目を楽 し ませ て い る 。

　本排水路は ， こ の 様な景観 を有す る羊蹄山麓を半

周す る よ うに 流れ て い る 。

　 il） 村 は，畑 の 過湿被害を防止 す る た め ， 昭和30

年代よ り国営 ・道営 の 明渠排水事業 を積極的に取 り

入れ，農業経営の 向上 を図 っ て きた が ， そ の 結果，

現在で は村内 の ほ とん どが コ ン ク リ
ー

トブ ロ ッ ク に

よ る 人 工 河川 とな っ て い る 。 そ れ だ け に村で 唯
一

の

自然河川で あ り，前述 の よ うに と りわ け景観 が優れ

て い る本排水路 の 施工 に あ た っ て は ， 村民が従前と

は異 な る 自然 に近 い 護岸工 法で の 施工 を強 く要望 し

て い た 。

　 血） 本排水路 は羊蹄山 の 湧水 が平水時の 水源 とな

っ て い る た め，渇水時に も一定 の 流量が あ り，水 の

澄ん だ流れ とな っ て い る こ とか ら， 北海道で も貴重

な天然 の オ シ ョ ロ コ マ や ヤ マ ベ な どが生息 し て い る 。

こ の た め ， 関係者 ・関係団体よ り， こ れ らの 生息環

境 を十分考慮 し た 工 法 で の 事業実施が 求 め られ た 。

　 iv） 村は， 自然に 恵ま れ た本排水路 を公園 と し て

整備 し ， 村起 こ し の 中心 とする こ とを計画 し て い る 。

市街地 を流れ る 区間 に つ い て は ， 既 に 自治省の 「地

域づ く り推進事業」 の 中で 『
真狩川河 川公園整備』

と し て 採択 を受 け事業が進 め られ て い る 。

　本土地改良事業 を進 め る に あた り， こ うし た地域
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の 実情を踏ま え ， 安 らぎの あ る農村景観 と豊か な 自

然 を配慮 し た 工 法 で 施工 す る こ とと し た 。

3． 改修工 法の 計画

　 3．　1 護岸工 法 の検討

　 i） 排水路 の 改修に あた り， 第 1 に護岸工 法 が大
・
き な閤題 とな る 。 従前か ら一般的に用 い られ て い る

連結ブ ロ ッ ク に よ る護岸で は
， 経済性 ・機能性 に は

優れ て い る が，

一
様に 白み を帯び た単調な幾何学的

線形は景観 との 調和が難 し く，ま た オ シ ョ ロ コ マ や

ヤ マ ベ の よ うな魚類 の 生息に は不向き で あ る 。

　 そ こ で ， 具体的 に は積み ブ ロ ッ ク
・魚巣ブ ロ ッ ク

・石 積工 ・環境 ブ ロ ッ ク に つ い て 比較検討 した結果 ，

  機能性　  経済性   景観性お よび周辺 環境 との

調和　  自然性　  施工性等に優れ た環境ブ ロ ッ ク

に よ る護岸工 法を選定 し た 。

　 li） 環境ブ ロ ッ ク

　環境ブ ロ ッ ク は ， 図一 1 ・ロ絵写真
一19に 示 すよ

う に重力式 コ ン ク リ
ー トブ ロ ッ ク の 表面 に 自然石 を

組み込 ん だ もの で あ り， 景観性 ・親水性に優れ ， ラ

ン ダ ム に挿入 され た石 の 間で魚が休息で きる よ うに

し た もの で あ る 。 こ の ブ ロ ッ クの 技術的側面 （  周

辺環 境 と の 調 和効果　  施工性　  魚類生息効果）

に つ い て は 当事務所 が管轄 し て い た直轄明渠排水事

業 「貫気別地区 」 の 中 で ，平成 2 年度 に実施 した北

海道開発局 の 技術活 用パ イ ロ ッ ト事業にお い て既 に

検証 されて い る。

　 3．2　平 面線形 に つ いて

　平面線形 は景観上重要 な要素で ある 。 従前 の排水

路に お い て は ， 耕地 へ の 浸水 を防 ぐ目的か ら ，

洪水時 に も流水が 速やか に 流下す る よ う， 平面

線 形を直線 に 近 づ け た施工 が行わ れ て お り， そ

の 結果 ，

一般的 に単調 で 視覚的に魅力に 乏 し い

景観 とな っ て い る。

　そ の た め ， 本排水路では現況線形 を基本 に緩

や か な曲線を適所 に配置 し ， 視覚的 に変化 ある

線形 と し て景観 の 保持 を図 る こ と と した 。また ，

魚類生息に は緩やか な流れ が望ま し い こ ともあ

り， 現況 の 線形 で 必 要 とす る以上 に落差工 の増

加や急流化を招 くよ う な流路 の 短縮は極力避 け

る こ とと し た 。
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図一 1　 環境ブ ロ ッ ク重力式詳細図 （単位 ： mm ）

　 3．3　縦断計画に つ い て

　現況 の 河 床は 1／40〜1／100程 度 の 勾配で ある。計

画 で は 流速 を 3．00m ／s 以内に と どめる た め に ， 河

床勾配は 1／100を基本 と し た 。 なお ， 部分的に岩 が

露出 し河床に落差 の ある箇所 に つ い て は ， そ の 下流

の よ ど みが魚類の 生息に適 し た 深み に な っ て い る こ

と か ら， 河 床に 手 を か け る こ とは極力避 け
， 縦断勾

配 と断面 の 調整に よ り対処す る こ と と し た 。

　 3．4　断面計画 に つ いて

　洪水時に は流水を速やか に流下 させ る
一方，渇 水

時 に は魚類生息 に 必 要な水深 を確保で き る断面 とす

る必 要が あ る こ とか ら， 複 断面方式を採用 し た。低

水部 に っ い て は現況河川程度の 水路幅（B ＝ 5．00m ）

を確保す る一方，魚体 の 大 き さ に合 わ せ て各 々 の 棲

み場所 を選 べ る よ うに ， 同
一

断面内に お い て も水深

に変化 をもた せ （流心づ くりを し），極力 自然 な 断

面を保 つ こ と とした 。

　ま た ， 現況 にお い て も水路幅 が広 い 箇所 に つ い て

環 境ブロ ッ ク護岸標準 断面図

式

ト

　 　 　 親 水護 岸標準 断 面 図

図一2　親水護岸標準断面 図

重力式

土 と基礎，40− 8 （415）
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は ， 洪水時 の 魚の 避難場所 と な る た め ， そ の ま ま の

水路 幅を確保し た 。 こ れ らの 断面計画は ， 同時 に景

観 の 面で も視覚的に変化 をもたせ ，な じ み やす い 空

間 とす る こ とを考慮に 入 れ た も の で あ る 。

　3．5 落差工 に つ い て

　現況に お い て も急流 とな っ て い る 区間が多 い こ と

か ら ， 落差工 の 設置を計画 し て い る 。 形式 は ， 全川

幅 を魚道 と し て 考 え た 階段式魚道タ イ プ を採用する

こ とと した。落差高は，本排水路内に は 自然ふ 化 に

よ る幼魚も数多く生息 し て い る こ とか ら，小 さ．い 魚

も移 動が可能 な よ うに 15cm 程度とした 。 隔壁天端

に つ い て は ， 自然石 を組 み込 む こ と に よ り越流状態

が 自然 に見 え る よ う配慮 し，隔壁に切欠 き を設 け る

こ とに よ り流心 の 安定を図 っ た 。

　 3．6　河 床保護 に つ い て

　河床 の 洗掘を防止 す る た め に河床保護材 が必要 で

あ る 。

一
方 ， 本排水路で は魚類 の 餌と な る低生動物

の 現存量 は階級 V （か な り多 い ） の 2 倍以 上 と豊富

で あるた め ， こ の 低生動物の 保持 も配慮 し なければ

な らな い
。 そ こ で ， 河床に は 「栗石 」 を平 均 30cm

で敷き均し こ れ らに対処 する こ とと し た 。

　ま た ， 落差工 の 河床 に は ， 現地 で 発生す る大 き な

自然石 を 1　m2 当た り 1tf以 上 とな るよ うに 敷 き 均

し河床 の 保護を図る と とも に
， 魚類 の 生息環 境 の 保

持に努 め た 。 また ， と こ ろ ど こ ろ に 瀬や淵 を設 け る

と と もに，魚 の 隠れ る場所 とし て現地 で 発生す る大

きな石 を適所に配置 し た 。

　3．7　親水区間に つ い て

　本排水路が学校や民家の 近 くを流れ る箇所 は ， 平

ブ ロ ッ ク に 自然石 を組 み込 ん だ タイ プ の 環境 ブ ロ ッ

ク を ， 水路 の 片側に 4 割の 緩やか な勾配 で布設 し ，

子供達が水遊び の で き る親水区間 と した 。 こ こ で は ，

現況 の 水路幅に合わ せ 水路幅を広 く と り水深 を浅 く

す る と ともに
， 流心 を対岸 に とり親水護岸側 の 流速

が遅 くな る よ うに配慮 した 。

　3．8　緑空間の確保

　樹木や草花が生 い 茂 っ た緑空間を保全す る こ とは ，

景観 の 面か ら ば か りで な く， 魚類 の 保護 の 面 か らも

非常 に 重要 で あ る
。

　本排水路 の 流域は ， 広葉樹が生 い 茂 り，川面 に は

草木 の 葉が垂れ ，魚の 生育の 場 とし て格好の 条件が

満た され て い る 。
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　改修 に あ た り，こ の 条件 を確保する た め可能な限

り立木は 残すこ とと し て ， 施工 計画 をた て た 。 し か

し ， 立木 が残せ ず木の 葉 で 覆わ れ な い 水辺空間が広

く残 る箇所 で は敷地内の 立 木 の 移植に よ り対処する

こ とと し， 更 に ， 人 の 出入 りの 多 い 箇所で は ， 法面

の 泥状化 に伴 う土砂 の 流出を防 ぐた め に緑化 を行 う

こ ととした 。

4， 工 法の 検討する体制

　環境に配慮 し た工 法 を実施す るた めに は ， 農業土

木サイ ドで の 技術力 の 蓄積 は不十分 で あ り， 多様な

発 想を事業に反映する た め に は 関係機関 ・各種団体
・地元の 協力が不 可欠であ る 。

　本地区で は ， 地 元 の 道立 ふ 化場 が オ シ ョ ・ コ マ や

ヤ マ ベ な ど の生態に つ い て 熟知 し て い る と こ ろ か ら．

施工 に あ た っ て 配慮 ・工 夫 すべ き点 に つ い て 随時指

導 を受 け て い る 。 ま た ， こ の 道立ふ 化場をは じ め ，

村や地 元村づ くり研究会 な ど の 協力 を得 て ， 事業が

魚類 に及ぼす影響に つ い て 調査 を実施 し
， 事業を進

め て い く上 で の参考 にす る こ と と し て い る 。

5． 地 元 の評価

　施工 後 の 評判 は良好で ， 既 に施工 済区間を活用 し．

少学生 に よ る ヤ マ ベ ・オ シ ョ ロ コ マ の 放流も行わ れ

て い る 。 ま た ，多 くの 立木 を残 し た こ とに よ り小 鳥

の さえず りの 聞こ え る憩い の 空間 と し て 生ま れ変 わ

り， 村で は今後 の 日常的な 維持管理 を村民参加で 行

う方向の 検討 を始めて い る 。

6， 今後の 課題

　 i） 環境に配慮 し た土地 改 良事業 を進 め る場合 ，

そ の た め の 検討 は，事業 を行 う地域全体 を対象に，

施工 か ら将来の 維持管理 ま で を見 とお し て行わ な け

れ ばな らな い
。 部分的な検討 で は

， 地 域に お け る住

民 の意向や町 づ く り計画 と必 ず し も
一

致 し た も の に

な らな い 場合が あ る 。 そ の た め に も，魚類の 生息環

境 に着 目する ときに は ， 対 象 とな る河川 の 全線 にっ

い て検討 を行い
， 対象河川 の 中で各流域が魚類生息

に とっ て どの 様 な位置づ け に あ る か を明 らか に し ，

注） ヤ マ ベ ：本 州名ヤ マ メ ・サ ケ科 サ ク ラマ ス の 幼魚。体側に独特の黒色

　 で楕 円の 斑点 をもつ 。
　 オ シ ョ ロ コ マ ：ナケ科イ ワ ナ属 で 体側 に朱紅 色の 小斑点 をもっ 。北海

　 道は分布の 南限 となって い る。
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各 々 の 処理 方法 を検討す る 必要 が あ る 。

　本排水路 は，工 事が 2 年 目を過 ぎた と こ ろ で あ り，

2 年間 の 施工実績を基 に全体の 施工 計画 を再度検討

す る こ と と し て い る 。

　 ti） 本排水路 の 施工 に あ た っ て の 様々 な配慮 ・工

夫に つ い て は以上述 べ て きた とお りで あ る が ， こ れ

ら は 当初か ら計画 し て い た の で は な く ， 工 事 を進 め

る 巾で 顔 の 半分 を水 の 中に 入れ る気持ち で 現場を見

て 事業目的との 整合 も考慮に入れ な が ら，現地 の 様

々 な状況 に合わ せ 創意工 夫 して きた もの で あ る
。

　 日常の 業務に お い て は ，

一
般に設計基準 を満足 し

て る か 否か が判断基準 と して用 い られ る こ と が多 い

が
， 本排水路 の よ うに景観や魚類 生息な ど環境 の 保

全 とい っ た ソ フ トな 面 も合わ せ て 考 え る 必 要 の あ る

揚合 に は，厂設計基準 は 事業実施 に 必要 な 一般的 ・

標準的項 目を基準化 し た も の で あ り， 実際 の 施工 に

あ っ て は よ り現場 に合致 し た施設 をつ く る た め の 創

意工 夫や技術的向上が求 め られ て い る」 と の 見地 に

立 っ た発想が必要 で あ る と考 え る 。

7． お わ り に

　現在，泉排水路 と な っ て い る真狩川 で は ， 道や民

間に よるサ ケ ・マ ス
・ヤ マ ベ 等の 養殖事業 が盛ん で

あ り， 河川周辺 で は 清流 を利用 しク レ ソ ンが栽培 さ

れ て い る 。 また ， 貴重 なオ シ ョ ロ コ マ やヤ マ ベ が生

息す る こ とか ら渓流釣 りを楽 しみ に し て各地か ら釣

人 が訪れ て い る
。

こ の 様に
， 真狩川 そ の もの が ， 周

辺 地域 を含め
一

つ の 産業資源 と し て 発展 しっ つ あ り，

真狩村 もこ うし た地域 の 資源 を有効 に活用 し ， 村起

こ しを図 ろ うと して い る 。

　私た ち と し て も， 事業が本来 の 目的を果た し， 更

に 自然 を保護 し農村景観を保全 し地域 の 発展 に寄与

で きれば ， 生産面 ば か りで な く生活面 も含 め た意味

で の 農業農村整備事業 に対 し て
， 積極的な評価が さ

れ る も の と考え て い る。本 事業 を推進す る に あ た り，

村民が求 め る 『整備 され た畑 が あ り，近 くを流れ る

川 に は
叱

精 き水 が流れ
” “

魚が泳 ぎ
”

そ し て ， そ こ に

は
監
樹 木が茂 り

’） “
草花 が咲 き

” tt

鳥 が さえず る
”

』 こ

ん な情景の 創出に応 えた い と考え て い る 。

　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 （原稿受理 　1992．5．25）

30 　 土 と基礎，4［F8 （415）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


