
模型を作ろう

おお

出来ましたか！

初め、 プロジェクト

ダイレクターから

と提案された時は、 ちゃん

と作れるか心配したけど、

できるものですね。

これを見れば、 治山工事

を見たことがない人でも、 わ

かりやすいでしょう？

はい、 私にも工事がどんなも

のか想像しやすいです。

治山工事はインドでは行なっていないのに、 イ

ンドの模型制作者は、 見たことのないものをよく

ここまで作りましたね。 すごいですね。

この模型は谷止工の種類

が全部違うんですね。 日本の

工事はこんな風に色々な谷止

工を組み合わせるんですか？

補正をお願いしていた治山の

立体模型が出来たみたいです。

この前は谷止工の説

明が最後まで出来なく

て残念だった…

だいぶ治山の模型らしくなり

ましたね。

不完全

燃焼だ… チーフ！
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それにしても、 谷止工っ

て色々な種類があるんです

ね。 どうしてなんですか？

コンクリート製の重力式治山ダムは、 日本

で一番よく見られる谷止工です。 このように大き

なダムでは、 下流側に水叩きが設けられることも

ありますし、 もう一回り小さな “副ダム” を設け

る場合もあります。

ダムとその背面にたまる土砂で渓床の勾配を緩や

かにし、 両岸の山腹斜面を支え、 山腹

斜面を安定させます。

では、 まずは

谷止工の主流から…

コンクリートの重力式ダ

ムは、 安定性 ・ 耐久性が

高くて費用のわりには効果

が大きな工法です。

コンクリートの品質管理がし

やすく、 地盤がしっかりして

いれば、 この方法が一般的

です。

あ、 そう

なんですね。

待ってました ♪

ご説明しましょう !

ガリマさん、 この模型は色々な工
法を紹介していますが、 普通はこん
な工事の組み合わせはしませんよ。

コンクリートで

出来ているんで

すね。 中に鉄筋

も入っているので

すか？

鉄筋は入って

いません。

重力式治山ダム（コンクリート）

袖 袖

放水路

緑化工

流路工

← 水抜き
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公金の適正な利用！

ここでは鋼製枠を

予定しています。

えーと…

カッコイイから？
違います

！！

どうしてこの工

法を選んだか

分かりますか？

工場から運ばれる鋼材

は規格に合わせて作られて

いるので、 コンクリートの品

質管理が難しい現場でも、

安定した品質のダムを作る

ことが出来ます。

ズバリその通

り！よく気がつ

きましたね！

ダム本体が石詰で隙間があって、 水

を下流へ流しやすいことも、 このダムの

長所です。

現地で採れる

石を利用するの

は合理的です

ね！！

コンクリートの重力式
ダムが主流なのに、 こ
この工事では谷止工は
違う工法じゃないです

か？

鋼製枠は枠を工場で生産して、 現地

で組み立てます。

そして組み立てた枠の中に、 現地で採取

した石等を詰めて作ります。

コンクリートダムよりダム自体の重

さが軽いので、 ダムを支える地盤へ

の荷重が少なくてすみます。 そのた

め、 比較的軟弱な地盤でも設置を

することができるのです。

この工法は鋼材を使うので、 コン

クリートより建設費が高くなるんで

す！ちゃんとした理由があるんですよ！
そうですね。

そうですよね。

鋼製枠（重力式）

©国土防災技術 (株 )
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谷止工を設置した場所の堆積
土砂が、 不均等に沈んでしまう

ことがありま
す。 この場
合、 コンク

リートだとヒビが入って、 ダム全
体の安定に影響します。

しかし、 鋼製枠はダム
本体が柔軟に変形する
ので、
安定を
保つこ
とができるのです。

なので、 コンクリートの方が強

度やコスト面で優れています

が、 地盤が弱い場所では鋼

製自在枠の方が適しているん

です。

他にも…

もう一度、 渓間工全体

の説明をします。

谷止工によってその働きも若干

異なります。 それぞれの長所 ・ 短

所を知って、 慎重に選ぶことが肝

心です。

色んな形が

あるんですね。

働きはどれも

同じですか？

地盤の状況や、 災害発生要因、 工事規模に加え現地

発生材の利用や、 工事後の景観、 予算等を考慮してその

場所に最適な谷止工を選ぶんです。

じゃあ、 この中から最適な

工法を選べるようになったら、

渓間工マスターですね。

この前プロジェクトで実施する渓

間工の話をしたじゃないですかー！谷

止工が渓間工の全てはないですよ！

あれ、 そう
でしたっけ？

セルダム スリットダム

ふとんかご

!!!

写真提供©国土防災技術 (株 )写真提供©林野庁

写真提供©櫻井正明
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すみません。 色々

な単語が出てきて

混乱しています。

山腹工も色々な工種がありますが、

今回は説明は省きますね。

じゃあ、 これならどうですか？

治山工事は大きく２種類に分けられ

ます。

渓流の崩壊対策を行う渓間工と、

山腹の斜面対策を行う山腹工です。

なるほど。

これならちょっと

スッキリします。

渓間工は渓流に実施される治山施設の

総称なので、プロジェクトで施工する床固工、

谷止工、 流路工は全て渓間工のうちの一

つなんです。

ちなみに、 高さの高いダムを

谷止工、 低いものを床固工と

呼びます。

コンクリート谷止工・鋼製自
在枠・セルダム・スリットダム・
ふとんかご etc.

頭の整理が出来たところで、 他の渓間工の話

をしましょう。 まず、 流路工は水を安全に下流へ

流し、 渓流の侵食を防ぐために施工します。

プロジェクトで
も流路工を
計画していま
すよね。

流路工

谷止工 /床固工

山腹工

流路工

護岸工

渓間工

水制工

写真提供©国土防災技術 (株 )

そうですね。 　

プロジェクトでは両岸をコ

ンクリートや鋼製自在枠

で保護した流路工を計

画しています。
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Japanese technology to conserve H
Im
alaya  　

- JICA  Technical Cooperation Project -
5.  Type of Torrent works

©The Project for N
atural Disaster M

anagem
ent in Forest Areas in U

ttarakhand1

Japanese counterm
easures against disasters in hill areas 　

　
- JICA  Technical Cooperation Project -

１. Why do we need erosion control works ？
© m

Rrjk[k.M
 esa ou {ks=

ksa esa izkd
`frd

 v
kink izca/ku d

s fy
, ifj;kst

uk2

写真提供©国土防災技術 (株 )

そうですね。 水流で岸

が削られるのを防ぎます。

また、 護岸工は他にも渓

流の岸を安定させること

で、 山腹工の基礎にもな

ります。

そうですね。 谷止工だけ

が渓間工にあらず！

様々な工法とその工種をい

かに組み合わせるかが、 計

画の腕の見せ所なんです！

何ですか？

今、 谷止工について

色々説明しているところなん

ですけど。

この他にも

　　　　　　　や

　　　　　　　　や…

はい、

知っていますが、

残念ながら…

あのー、

チーフ…

そしてこれももう一つの工種。

渓流の侵食や崩壊を防止する

機能がある護岸工です。

最後の水制工は、 川幅が広くて傾斜が

緩やかな沢に用いられるので、 山での使用

例は少ないですが、 これも大事な工法の一

つです。

水の流れている

ところに設置す

るんですか？

渓間工は、

これらの４つの工

法を組み合わせ

るんですね。

護岸工

水制工

写真提供©櫻井正明
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はい！

ガリマさん、 山腹工

の模型を設置するのを

手伝ってくださーい！
話題は、 続けて届

いた山腹工の模型に

移っております。

し
ま
っ
た
！

　

夢
中
で

　

し
ゃ
べ
り
過
ぎ
た…

つづく...

ポケット
コンパス　

調査
の道具

紹介

視準窓

水平分度読み取り窓

気泡管
（望遠鏡の水平を確認）

高低角指標

磁石盤

望遠鏡

三脚へ接続

気泡管
（本体が水平に設置
   されたか確認）

ポケットコンパスは、日本の森林の現場でよく用いられる測量機器で、巻尺と合
わせてコンパス測量に使用されます。ポケットコンパスは、望遠鏡と本体のコン
パスを備えており、方位角や傾斜角の測定ができます。また、機種によっては距
離の測定や内角等角
度測定、レベルの測

定ができるものもあります。比較的軽量・
小型で持ち運びがしやすく、また、慣れ
ると設置も簡単で迅速にできるため、セ
オドライトほど精密な測量を必要としな
い、概略を知るための測量にとても便利
です。

治山の現場では、コンパス測量の結果をもとに基本設計を行い、詳
細設計等の必要に応じてトランジット測量をすることが多いです。
最近はGPS( 全地球測位システム ) や UAV( 無人航空機 /ドローン )
を使った測量も増えていますが、少人数で簡易に、比較的正確に測
量を行えるポケットコンパスは、依然として森林関係の調査で重要
な役割を果たしています。

斜面の脇の測点でも、

簡単に水平を取って設置

することができます。
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