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1． 災害復旧制度の 概要

　我 が 国 に お い て ，公 共 施設 の 災害復旧 に対 す る 国 庫補

助制度が 定め ら れ た の は 明治32年 で あ る 。 こ れ は ，日

清戦争 で 清 国 から得た賠償金 の
一

部 を 基金 と して 「災害

準備基金特別 会計」 が設 置さ れ た もの で あ る。その 後，

時代 と と も に 変遷 を 重 ね，昭 和26年 に 「公 共 土 木施 設

災 害復 旧事業費国庫負担 法」 （以 下，「負担法」 と表 す ）

が制定され今 日 に至 っ て い る。

　 昭 和24年 5 月 ， シ ャ ウ プ使節団 は，その 第 二 次報告

書の 中で，「天災 は 予知す る こ とが で き ず，か つ ，緊 急，

莫 大 な費用 を要 す る た め，被災地 方公共団体の 財政 を破

綻 さ せ る こ と とな り，災害復 旧 に関す る 問題は 政府だ け

が満足 に処 理 で き るの で あ るか ら ， 災害復 旧 事業費 は す

べ て 政府 に 移管すべ きで あ るが，もし，依然 と して 地 方

公共 団体の 所管とす る の で あれ ば ，そ の 経費は 全額 を 国

庫負担 で 賄 うべ きで あ る」 旨の 勧告 を した
。 負担法は こ

れ を 受け ， 紆余曲折 を経 て 制定 され た もの で あ り，法の

目的は 「公共土木施設の 災害復 旧事業費 に つ い て，地 方

公共団体 の 財政力 に 適応 す る よ うに 国の 負担 を 定め て ，

災害の 速やか な復 旧 を図 り，も っ て 公 共 の福祉を確保す

る こ と」 と規定 さ れ て い る 。

　 こ の 目的 に 沿 っ て ，国の 負担率は213 以上 （地方公共

団体の 財政力 と災害復旧事業 との 関係 で か さ上 げ 規定が

あ る）と高率 で あ る と と もに ，残 りにつ い て も地方交付

金 が 充当 さ れ 地 方公 共 団 体 に と っ て 手 厚 い 制度 とな っ て

い る。

　図
一 1に 最 近 5 箇年 の 災 害復 旧 事業 の 推 移 を 示 した

が ，そ れ 以前 と比 べ て 少 な くな っ た とは 言 え ，平均で 年

間 4 万 件弱，4 千億 円 以 上 の 災害が発生 して い る。施設

別 に 見 る と， 河川 と道路 が一
体的に 被災 して い る もの も

含め る と，河川関係施設が全体の 約 6 割を占めて い る。

現行 の 災 害復 旧事業制度 は，梅 雨 前線豪 雨 や 台風，さ ら

に は地 震な どま さ に災害列島とで も言 え る我が 国 に おい

て ， 毎年発生 す る 災害 の 復 旧 に果 た して きた 役割は 極め

て 大 きい と言 え る が，こ れ らの復 旧 に あた っ て は，昭和

40年 こ ろ か ら
“

コ ン ク リ
ートブ ロ ッ ク 積

”

の 護岸整備

が 主流 と な っ た こ とか ら，日本 の川 をコ ソ ク リ
ー

トだ ら

け に した 元凶の よ うに 言わ れ る こ と も しば しば あ っ た 。

2．　 自然環境の保全に配慮 した災害復旧事業へ

　　 の転換

　1992年 （平 成 4 年）ブラ ジ ル の リオ デ ジ ャ ネ イ ロ で

開 か れた 通称 「地球環境サ ミ ッ ト」 （環境 と開発 に 関す

る国 際会議）に お い て，野 生動植物 の 種 の 尊重 と未来世

代の 生 存権 の 保証 を 旨と した 「環境倫理 」 が確 立 され て

以 来，地 球 環境の 保全 は世 界 の 潮流 とな り，各 種の 行動

計画 が実行段階 に ある。

　建設省 で も，1994年 （平 成 6 年）環境に関す る 中長

期的な施策課題 と方向を 「環境政策大綱 」 として 取 りま

とめ が，こ の 中 で 建設 行 政 にお け る 環 境 の 内部 目的化 を

基本 理 念 に 掲 げ て い る。さ ら に ，1997年 （平成 9 年）
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6 月 に は，河 川 法 の改正 を行 い 「環境の 保全 と整備」 を

そ の 目的 に 位置 づ け た。余談 に な る が ， 1997年は ，旧

河 川 法が 制定 され た 1896年 （明 治29年） か ら数 え て 101

年 目に 当た り，河川行政の 新 しい 世紀 の ス タートに ふ さ

わ しい 記念す べ き年 とな っ た。

　災害復 旧事業 は，現場 条件が厳 しい こ と，早期復旧 が

求 め られ て い る こ と，被災施設 が 従前有 して い た 機能 を

復 旧 す る
“
原 形 復 旧

”
が原 則 と さ れ て い る こ と，地方公

共団体が復旧工 法を検討
・
提案する申請事業 で あ る こ と

な ど ， 通常 の河川 改修事業とは実施 の 考 え方 ・体系が異

な っ て は い る が，改正 さ れ た 河川法 を勘案す る に従来の

よ うな コ ン ク リートむ き 出 しの 護岸等 に よ る復 旧 は，河

川管理者 が 行うもの と して は 不 適当 と言わ ざ る を得 な い
。

ま た ，

“
災害復旧事業は環境に配慮しな くて も良 い

”
と

い うこ とを，多 くの 人 た ちに 納得 して もらえ る よ うな 説

得力の あ る 説明 は で き ず，理解 を得 る こ とも不 可 能 で あ

る。

　 こ の よ うな こ とか ら ， 自然環境 の保全 に配慮 した 災害

復 旧事業 へ の 転換の 第
一

弾 として，河川関係事業 を 対象

と した 『美 しい 山河 を守る災害復旧 基本方針』（以下，「基

本方針 」 と表す ） を策定 し た 。こ れ に よ り災害復 旧 事業

に お い て もす べ て の 河川 で 「コ ン ク リートの な い 」 も し

くは 「コ ン ク リ
ー

トが見 え ない 」 川 づ くりが全国的 に 展

開され る こ と にな る 。

　さ らに，今後 「海岸事業編」，「砂防事業編 」，「道路事

業 編 」 な ど も順 次 策定 す る 予 定 で あ る。

3， 本基本方針の策定 による副次的効果

　3．1 行政担当者の 意識改革

　 こ れ ま で 自然環境 に 配慮 した 災害復 旧 が 行わ れ て こ な

か っ た要 因 と して は，  治 水 機能重視で 自然 環境 の 価値

に対する評価が適切 に なされ て い なか っ た こ と ，   強度

は も と よ り材料 の入 手 や 施工 の 容易 さ な ど か らコ ン ク リ

ー
トブロ

ッ ク に は利点 が あ っ た こ と，  施設の 設計法や

施工 方 法 に 関す る ノ ウ ハ ウ の 蓄積 が 少 な か っ た こ とが 大

きい が，こ の ほ か，  従来工 法 との 比較設計 に 費用 を要

し ， か つ 補助が な い こ と，  査定時 に認め られ な か っ た

場合 に は手戻 りが生 じるこ と，  草刈 り等 の 維持管理 の

軽減 に 対す る要望が あ る こ と等に よ り地 方公共団体の 担

当者 が 自然環境 に 配慮 した 工 法 で の 申請 を避 け る傾向が

ある こ と もあげ られ る 。

　 しか し，本基本方針は，あ くまで も申請 に あた っ て の

参考 で は あ る が，行政通達の 形 で ス タソ ダードにな る こ

とか ら原則 と して 自然環境 に 配慮 した復 旧 以外は 認 め ら

れ な い こ とに な り，行政担当者 は否応無 しに意識改革を

迫 られる こ とに なる。

　3．2　技術開発の 進展

　 コ ン ク リ
ート護岸は，河床洗掘 に 対 す る配慮が 不 十分

で あ る場 合 な どで 被災 す る こ と もあ る が ，一
般的 に は 洪

水や土砂災害 に 十分 な強度 を 有 して お り，維持管理 も不

要 に 近 い 。見 方 に よ っ て は ，
“
不 精 が 許され る 構造物

”

で あ り， こ こ か らは新 た な 技術 の 開発 は期待で き な い
。
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　これ に対 して，自然環境は 本来多様な様相 を有す る も

の で あり， 自然環境 の 保全 に は画
一

的 な や り方 とい っ た

もの は な い 。した が っ て，河川管理者は，普段からの創

意
・
工 夫 に よ っ て そ の 地域や 場所 に ふ さ わ しい 復 旧方法

を 見 い 出す必 要 が あ る 。 各 地 方 に か ろ う じて 残 っ て い る

伝統的工 法 が見直される可能性 も持 っ て い る 。 こ の よ う

に，自然 に配慮した 構造物は，見方 に よっ て は，
‘‘
勤勉

が 求め られ る 構造物
”

で あ り，こ こ に 技術開発が進 む素

地 が あ る 。

　 3．3　地球環境問題 や 地球振興へ の 貢献

　多様な生態系の確保に よ る種 の尊重は も とより，コ ン

ク リ
ー

トを使 わ ない こ とで ，将来 の 産業廃棄物の 減少 や

二 酸化 炭 素 の 削 減 に も寄 与 で きる。さ らに，間 伐材 の使

用に よる 山林 の 保全等地域振興 へ の 貢献 も期待 で きる 。

　3，4　災害復旧 に係る コ ス トや事業費の縮減

　 こ れ は 意外 に 思わ れ る 方 も多 い と思 う。確か に，ビ オ

ト
ー

プ な どい ま まで 以 上 に 豊 か な生態系 を 創出 す る場合

に は コ ン ク リ
ート護岸 を作 る よ り費 用 が か か る 。 本 基 本

方針の 実施 に よ る コ ス ト縮減の 秘密 は，こ こ で 示 して い

る復 旧 工 法の ほ とん ど が従来の コ ン ク リート護岸よ り安

価 で あ る こ とに あ る。

　す な わ ち，復 旧 施 設 の 選 択 過程 に 設 計 外力 を導入 す る

こ とに よ り，コ ン ク リ
ー

ト護岸以外 の施設 を 採用で きる

場所 が 多数ある とい うこ とで あ り， 別 な 言 い 方をす れば ，
“
強は弱を兼ね る

”
で 画

一
的 に コ ン ク リ

ー
ト護岸を作 り

続け て きた と も言 え る 。

4． 本基本方針 にお ける自然環境保全の考え方

　災害復 旧事業は，被災施設が従前持 っ て い る様 々 な機

能を復旧 す る
“

原形復旧
”

が 原則 と な っ て い る。もち ろ

ん，従前の 機能 に は 自然環境機能 も含まれて い る が，だ

か ら とい っ て ， ビ オ トープの よ うな 人為的な 疑似自然環

境を新た に作 り出すもの で はない 。した が っ て ，植樹や

花 の 種 の 散布に よ っ て新た な植生 を持ち込 ん だ り，新 た

に 淵を掘 っ た り，従前 に は生息 して い な か っ た 特定 の 種

（例 え ば，蛍 とか ）を 意 図 した 構造 を 持 つ 施設 に 復 旧 す

る こ とは，災害復旧の 範疇を超 えて い る こ と に な る （申

請者 が 施工 した い 場 合は ，地 方単独費等 との 合併施工 と

なる）。

　本 基本 方針 に お け る 自然環境 の 保全 の考 え方 と して は，

復 旧 工 事完成後 に河 川 と復 旧 され た 自然 が どの よ うに変

化す るの か を予 想 しつ つ ，そ れ を前提 と して ，  瀬や淵，

河岸 の 樹木 を残 す な ど被災前 に 有 し て い た 自然環境を大

き く改変 しない こ と，  自然が本来有 して い る回復力
・

適応力を 活用 す る こ と，  被 災 前あ る い は 近 傍 と同程 度

の生態系が形成 さ れ る よ うに 考慮された 搆造 を持 つ 施設

に 復旧するこ とが 基本 で あ る 。

　具体的 には，河岸の 植生 に 関 して は，仮置きして おい

た被災箇所の 表土 や 同様 の 植生 が繁茂 して い る近 傍 か ら

採取 した 土 が 覆 土 で き，か つ 植物 が 活着で き る 構造 を確

保す る こ とで あ り ， 鉄線 か ご 型護岸 ， 連節プロ ヅ ク護岸，

粗だ 法枠護岸 な どがあ る。また，水際部は，洪水時の 洗

土と基礎，46− T （486）
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掘 に耐 え る こ とは当然 として ，植生 や寄 せ 石
・
木杭等で

多孔質の 構造 を 確保 す る 。

　変化の 予 想は ，ま さ に 経験 と技術 を必 要 と し，普 段 か

らの
“
河川 との 対話

”
が不 可 欠 で あ る。こ こ に，自然へ

の 配慮 の 難 しさがあ り，

“
勤勉 が 求 め られ る

”

由縁 で も

あ る と思 う。

5．　本基本方針の骨子

　本基 本方針は ，これ まで 述 べ た 考 え 方 も解説を加 え て

記載 して い るが，さらに ， それを具体化す る た め の 技術

指針 も兼 ね て い る。内容的 に は，建設省土木研究所 の 最

新研究成果 を取 り入 れ て は い るが ，どち ら か と言 え ば，

川づ く りの 原点 に 帰 り基本的な 手 順 を
一

つ
一

つ 積み 重ね

て 行 く構成 に な っ て い る。決 して画期的 と言 え る もの で

は な い。以 下 ，手順 に沿 っ て骨 子 を 紹介す る。

　5，1 川を見 る （河川特性整理表の 作成）

　
“
川 との 対話

”
は ま ず 川 を 見 る こ とか ら始 ま る 。 残念

だが，現場を見 て い な い と思われる申請が 実 に 多い 。

　そ こ で，調査 す べ き項目，机上 調査や 現地 調査の 方法

を示 す と と もに，調査結果 を 河川特性整理表 と して ま と

め る よ う に な っ て い る 。
こ の 整 理 表 は，災害 査 定 の 現場

で 提示 させ，自然へ の 配慮や復旧工 法選定 の 妥当性を判

断 す る際 に も利用す る が ， 第
一
線の若手技術者が 川 を 見

る 目を養う機会を与 え る こ との 方 が よ り重要で あ る と考

え て い る。

　5，2　施設が 被災に 至 っ た メ カニ ズ ム を 考 え る

　復旧 した 施設が，同 じ よ うな 規模の 洪水 で 再び被災す

る よ うな事態が あ っ て は な らな い 。 そ の た め には ， 被災

現場 や 周 辺 の 状況 を 的確 に調査 し，被災 に 至 っ た メ カ ニ

ズ ム を把握 す る必 要 が あ る。

　 こ の メ カ ニ ズ ム は，  局所洗掘等被災の 直接的な現象

だ け で な く，  そ の 現象 を生 じ させ た外力 （流速．掃流

力，残留水圧等） とそ の 作用 の 仕方，  その ような外力

を もた らす 河道状況 の 相互 に 関連す る三 つ の 要素か ら構

成 され る 。 さ らに，復旧の 仕方 に よ っ て は 従前 よ りも流

速が 早 くなる こ と もあ る こ とか ら，復 旧 後の 状況 を 推測

した チ ェ ッ ク も重要 で あ る 。

　 本基本方針 で は，申請者 が 理 解 しや す い よ うに 被 災 に

関 与 す る 力 や 破壊 に至 る メ カニ ズム の 七 つ の類型 に つ い

て 解説 して い る。

　 5．3 設計外力と して の 流速 の算定

　 搆造物 を築造す る際 に設計外力を 設定す る こ とは 当た

り前 の こ とで あ る が，こ れ まで の復 旧 で は コ ン ク リ
ー

ト

護岸 に 頼 る あ ま りに 流速 等の 設 計外 力 を考 慮 す る こ とは

ほ とん どな か っ た。本基本方針 で はマ ニ ン グ 式に より流

速 を 計算 す るが ， で き るだ け真値に な る よ うち ょ っ と工

夫を加 え て い る。

　 そ の 第
一

は，粗 度 係 数 の 決 め方 で，河 床部，高水 敷部，

護岸部 ご と に 求 め た 係数か ら算出す る合成 粗度係数 を計

算に 用 い る こ とに して い る 。 高水敷部 で は，草丈や 流水

中の 状態 （直立，倒伏） を 考慮す る 設定 に な っ て い る。

　 その 第二 は ， 深掘 れ に よ る水深 の 増加 や湾 曲部 に発生
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す る渦 に よ る流速 の 増加等を考慮 して 移動床 の直線部，

湾曲部 で 流速の 割増補正 を 行 う 。

　 5，4　最大洗掘深 の 算出

　護岸の 被災の 多 くは洗掘 に よ り基礎部 か ら破壊 され る

形態で あ る。した が っ て ，復 旧 で 重要 な ポイ ン トとな る

の が 基礎根入 れ部の 深 さ で あ り，根固め工 を設置す るか

否 か の 判断 で あ る。こ れ まで は経験 に よ っ て い た が再度

災害 を受 け る事 例 も結 構 あ る の が 現実 で あ る。

　そ こ で ，本基本方針 で は ，最新の 研 究 成 果 を も と に 直

線部 ， 湾 曲部 と もに最大洗掘深を計算す る よ うに して い

る。とは言 え，中小河川で の 研究が 不 足 して い るこ とか

ら，今後事例 を積 み重 ね て 改善 す る 必 要が あ る。

　 5．5 護岸構造 や 根固め 工 の 選 定

　今後の 災害査定 に お い て は，申請者か ら現地 調査結果

や流速等 の 計算 の 過程 ， さ らに ， 後背地の 形態，河川環

境へ の 配慮 施工 性，経済性等そ の 構造 を選択 した理 由

の 説明 を受け ，そ の 適否 を判 断 す る こ とに な る。

　本基本方針で は，申請者 の 参考 と して表
一 1の よ うな

流速関係表 を護岸 の 法勾配別 に 示 した 。 こ の 表の 特微は ，

  従来 ス タソ ダ
ー

ドに な っ て い た コ ン ク リ
ー

トブ ロ ッ ク

護岸 は 基 本的 に 使用 しな い と明記 した こ と，  自然 石 を

除 い て い ずれ も植生 が 繁茂 す る構造 で ある こ と，か つ ，

  コ ン ク リ
ート護岸 よ り もコ ス トが 安 い こ とで あ る が，

課題は，技術開発や施工 実例 の 分析 を踏まえ て 参考工 法

の 種類 を増や して 行くこ とで あ る。ロ 絵写真一 L2 参照。

　 さ らに，こ れ ら の設 計や 施工 に あた っ て の 留意点 も護

岸構造別 に 説明して↓ ・ る 。 内容は ， 植生 の 管理，端部処

理 ，根入 れ 部の 処理 ，詰め石 の 大 きさ，適用条件等き め

細 か く丁 寧 に 解説 を 加 えた。ま た ，複合型護岸 に つ い て

も言及 して い る 。 複合型護岸は，例 え ば，人頭大の 転石

の あ る ような河川で は か ごマ ヅ ト工 法 を 施 工 す る こ とは

で き な い が，復 旧 河 床 か ら 1m く ら い の 高 さ ま で の 下

部に は 自然 石 や コ ン ク リ
ートブ ロ ッ ク を使 用 し，そ れ よ

り上 部 に は か ごマ ッ トや連接ブ ロ ッ ク を使用す る こ とに

よっ て 自然環境の 回復 を図る場合や 用 地 の制約があ る も

の の ，上部だ け で も法勾配 を緩 く取 りたい 場合な どに施

工 す る こ と を想定 して い る。

　根固め 工 につ い て も，同様に流速 や最大洗掘深 に対 応

して 木系やか ご系 の 構造 を選択す る よ うに して い る。

　5．6 環境に 配慮 した水際部 の 処理方法 そ の他

　現地 に お い て ，水際部 で の ち ょ っ と した工 夫 で 見違 え

る よ うな 川 に な る こ とが 多い 。そ の た め の 標 準 工 法の よ

うな もの は ない が ， こ れ ま で の様 々 な 事例 か ら木杭 や現

場 で 入 手 で き る石を使用 した 処理方法 を紹 介 して い る。

　そ の ほ か，基礎工 や横断構造物 で の 配慮事項 な ど申請

者 に気 を つ け て も らい た い 事項 に は
一

応 す べ て 触れたつ

もりで あ る 。

6．　 お わ り に

　本基本方針 は，自然環境の 保全 に配慮 した災害復旧事

業 へ の 転 換 を 強 力 に推 し進 め るた め に 策定 した もの で あ

り，そ の 意味で は 画期的 と言 え る が ，内容的に は 原点 に

3
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表
一1　 護岸 工 法設計流速 関係表

護岸 の法 勾配が 1 ； 2．0 よ り緩 い 場合 に 適用 す る工 法例

（他工 法等の 施 工 実績 を踏 まえ ，今後見直 して い くもの とす る。）

復 肛 法 　　 】　　　　　　　　　　．
　　 設 計流 速 （。／。）
2　　 3　　4　 　5　　 6　 　 7　　　　　　．

適 用 条 件 等

張　 　 　 　芝

　　　　　　　　．

　 　 l　 　 l　 l　 I
　 l　 　 ：

　 　 1　　 2　　 ：　　 1　　 1　　 2
i置・4 　 ：　 ：　 1　 ：　 ：
　 　 l　 　 l　 　 l　 　 l　　 l　 　 l
　 　 l　 　 ：　 ：　 ：　 1　 　 ：

　 　 1　 　 2　 1　 1　 ：　 　 ：

　 　i　 ト　 ト　 i　 卜一　 十

・平水で は浸水 せ ず、確実に活着するまで

流水に さらされない 部分 に適用。
・平水位以下で は 寄せ 石、木柵、か ご系根
固 工 と組 合せ て 使 用 。
　　　　　「

植

　

生

　
　
護
　

岸

ジ オ テ キ ス タイ ル

　 　1　　 ［　　 1　　 ：　　 ；　　 1
　 　：　　 ：　 l　

I
　 l　　 ：諏眉

r
’
「 　 　1　 ：　 ：　 ：

　 　：　　 1　 ：　 ：　 ：　 ：

　 　1　　 2　　 ：　　
1
　　 ：　　 1

・
覆土 を し 、芝の 確実な活 着を 図る 。
・め くれ対策 （上 下流端、堤脚部、天 端部〉

を確実に 行う。

ブ ロ ッ ク マ ッ ト

　　　　　　　　　　　1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　亅熱 ｝il

・
転石 の 多い 河 川 や水 衝部 で は採用 しな

い 。
・め くれ対策 （上 下流端、堤脚部、天 端部）

を確実に行 う。
層．．．　　鼬 1F層F． FF 層F圓

連節 。 。 ッ ク ．捨 石 　 ル⊥訟 一匚
締 1

　F 閥．．．睥F1 閧． 「
・
めくれ対策 （上 下流端、堤脚部、天端部）

を確実に 行 う。
・連 結 材 に鋼線 を 使用 す る場 合、強 い 酸 性

又 は 塩分濃度 の 高い 場所 で は適用 しな
い 。

粗　朶　法 　枠 蔓 1…1… ・転石 の 少ない 河川 で 採用する。

杭 　 　 　 　 　柵 壷 桓 　lii
　；　　：　 ：　 ：　 ：　 ：　I　　　　　　F　　　　　1　　　　　「　　　　　．　　　　　圏

・転石 の 少ない 河川で 採用する 。
・
間伐材の あ る揚合、こ れを活 用す る。

か ごマ ッ ト （平張）

†坤 冒 i ・強い 酸性又 は 塩分濃度の 高い 場所、人 頭
大の 転石 の ある 区間で は適用 しない 。

自　然　石 　 （空 張）
　 ：　 　 ；　 ｝　

’
　 ：　 1’」r’r −’7 ’r 　 ：　 ：

自　然　石 　 （練張）
　 1　　 ：　 l　 l　 ：　 ：’川

ド
ー

「
昌’”國

ド
’”

尸
’6r”「

轄
’

　 ：　　l　 l　 ：　 1　 ：　r　　　　　　．　　　　　圏　　　　　．　　　　　1　　　　　幽

・空石 張護岸の 高 さは 3m 以内に 適用。
・
練張 は 高 さ 5m 以内毎 に 小段 を設け る。
・当該河川 に 自然石 が ある 場合 は こ れを 活

用。

環境 保 全 型 ブ ロ ッ ク

（隙間又は 透水型 等）

　 ；　　 l　 　 l　 　 ：　　 2　 　 1’”邑r’”’｛−’蝉
噂陰閣

言
副」r眉4副

　 ：　　l　 l　 ：　 1　 ：　，　　　　　　1　　　　　亅　　　　　．　　　　　F　　　　　噛

・工 法開発途上 で あ り、経 済性 の 検討が 必

要。
・欄外に示す参 考箇所に 限定 して適用。

コ ン ク リートブ ロ ッ ク張
1　　 ：　　 ：　　 ：　　 ：　　 1’”‘
r
’5’

マ
”‘鬯

r
馴跖’

7
’隔’

r
隔跖’

∵
隔圓

＊凡 例 　 ”’一’・適用 可 能 な 範 囲

　　　 　 ・……
基本的には使用 しない （他の 護 岸工法で施工 で きない 場合 の み使用〉

＊注 ； 上表 の適用範囲は 、施工 実績 か ら求 めた 目安で ある。したが っ て 、施 設の 被災状況等 に よ っ て は 、
　　　その 被災原因の 対策を講 じる こ とで 、上 表の 範 囲外 で も既設工 法が適用で き る場 合が あ るa

＊参考

　甚本的に使用 しな い と した 流遮 の エ リア で 、自然石 （緤張 ）、環境保全 型 ブ ロ ッ ク 、あるい は コ ン ク リ
ートブロ ッ ク張 とせ ざるを得ない具体的 な事例

　　  周辺状混 に対応 した 自然環 境上の 配慮が 必要な箇所
　　　　例 え ば）生態系保全及 び魚類へ の 配 慮が必要 な区域で の 魚巣 プロ ・

ンク 等の 環境保全型ブロ ッ ク の

　　　　　 　　 適用
　　  周辺 の環境や景観 との 調和 を図る必要がある箇 所

　　　　例 え ば）周辺 環境や 景観 に 配慮 した 自然石 （練張）、．環境保全 型 ブ ロ ッ ク の 適 用

　　  上記 以外の 理由で 使用 せ ざるを得ない 箇所

立 ち返 っ た に過 ぎず驚 くような もの で は な い し，不 十分

な 点 も多 々 ある。関係者 の 創意 と努力 に よ っ て どん どん

充実さ せ て行くべ き もの で あ る 。 関係各位 の ご支援を お

願 い した い 。

（原稿受理 　1998．4．1）

4 土 と基礎，46− 7 （486）
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