
 

 

 

 

Ⅱ ． 実 施 設 計  

Ⅱ － ３ ． 農 道  



Ⅱ－２６３ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 
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Ⅱ－２６４ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

まえがき まえがき 

 

 

(1) 業務の目的・対象及び成果の特徴、業務概要（業務名、業

務場所、業務期間、業務内容、報告書の構成、発注者、請

負者の業務担当部署、照査技術者、管理技術者、主な担当

者）を 1ページ程度にまとめて記述する。 

 

 

まえがき（例） 

 

本業務は、平成○○年度○○農政局○○事業の基幹施設として建設される○○道路の実施設計を行ったものである。 

また、基本設計で不足している土質試験及び路線測量も併せて行ったものである。 

 

本業務の概要は次のとおりである。 

   

  業 務 名：平成○○年度○○事業○○業務 

  業 務 場 所：○○県○○郡○○町大字○○地先 

  業 務 期 間：着手 平成○○年○○月○○日から 

         完了 平成○○年○○月○○日まで 

  業 務 内 容： 

項  目 内    容 数  量 備  考 

測  量 

基 準 点 測 量 ○○点 ○級 

路 線 測 量 ○,○○○.○○m  

平 面 測 量 ○.○ha  

土質調査 
ボーリング調査 ○○ヶ所 ○○m 孔径φ○○ 

○ ○ 試 験 ○○ヶ所  

設  計 

道 路 設 計 ○,○○○m 
道路区分 第○種○級 

設計速度 ○○km/h 

付 帯 工 ○○施設 ○○ヶ所  

 ○○施設 ○○ヶ所  

 ○○施設 ○○ヶ所  

 

  報告書の構成：業務報告書（数量計算書、添付資料を含む）  （○部） 

         添付図面（全○枚）             （○部） 

         同上原稿・原図               （一式） 

  発 注 者：○○農政局○○事業所（○○課） 

         主任監督職員 ○○ ○○ 

         監 督 職 員 ○○ ○○ 

  請 負 者：○○会社（○○支店○○部） 

         ○○市○○町○○丁目○○番地 

         TEL：○○○-○○○-○○○○    FAX：○○○-○○○-○○○○ 

E-mail：○○○@○○.○○.jp 

         照査技術者  ○○ ○○     管理技術者  ○○ ○○ 

         主な担当者  ○○ ○○ 



Ⅱ－２６５ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

位置図 位置図 

・位置図は、S=1/50,000～1/5,000 の図面または略図により道

路の位置及び名称と業務範囲を明示する。 

 

                      位  置  図 S=1:25,000 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

業務成果概要書 

 (1)業務カルテ 

 

・業務カルテは、AGRIS の「業務実績情報」の内容を、右記の

様式に転記する。AGRIS へ登録を要しない場合も、この様式

を作成する。 

 

 業務成果概要書 

(1) 業務カルテ 

登録データ項目 登録内容 

業務名称  

主な業務の内容  

履行機関 着手年月日  

完了年月日  

契約金額  

契約方式  

契約形態  

契約変更日  

契約変更回数  

登録区分  

AGRIS登録番号  

業務対象地域及び名称  

業務対象水系・路線及び名称  

発注機関 発注機関  

発注機関事務所名等  

発注部署名  

郵便番号  

所在地／都道府県  

所在地／住所  

電話番号  

担当者氏名  

担当者氏名カナ  

業務分野  

管理技術者   

        

漢字  

カナ  

照査技術者   

        

漢字  

カナ  

担当技術者   

        

漢字  

カナ  

担当業務分野  

業務キーワード  

業務概要  
 



Ⅱ－２６７ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (2)設計成果総括表 ・設計成果総括表は、「設計業務照査の手引書」総括表を用い

て所定事項を「設計業務照査の手引書作成要領」を参照して

記述する。ただし、「設計業務照査の手引書」に準拠した照

査を義務付けるものではない。発注者は、「設計業務照査の

手引書」による照査を求める場合は、その旨を特別仕様書に

明示すること。 

 

    (2)設計成果総括表 （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（「設計業務照査の手引書」を引用） 

標高値等 

 KBM EL=○○.○○○m 

 X=○○○○○.○○○ 

 Y=○○○○○.○○○ 



Ⅱ－２６８ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   (3)納入成果物リスト 

  (3.1)設計業務 

 

 

 

 

 

 

(3.2)測量業務 

 

 

 

 

 

 

 

(3.3)地質調査業務 

 

 

 

 

 

   (4)貸与資料 

 

・納入成果物リストは、納入する成果物の名称・部数等の目録を

記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3)納入成果物リスト（例） 

  (3.1)設計業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

報告書 A○ ○部  装丁 市販ファイル綴じ（又は金文字黒表紙） 

同上原稿 〃 ○部  

設計図 A○ ○部 ○○枚 

同上原図 〃 ○部  

電子記録媒体 ○○ ○枚  CD-R 

  (3.2)測量業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

測量図面 ○部 ○部 ○○枚 青焼図面袋入り 

同上原図 ○式 ○式 ポリエステルフィルム 

観測手簿 ○式 ○式  

基本設計 ○部 ○部  

引照点調書 ○部 ○部  

電子記録媒体 ○○ ○枚  CD-R 

  (3.3)地質調査業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

土質調査報告書 A○ ○部  装丁 市販ファイル綴じ（又は金文字黒表紙） 

同上原稿 〃 ○部  

電子記録媒体 ○○ ○枚  CD-R 

 

   (4)貸与資料 

名 称 発行者 発行年月日 報告書の略称 

土地改良事業計画書 
○○農政局 

○○事業所 
H○.○ 事業計画書 

○○地区・調査設計指針 〃 H○.○ 調査設計指針 

平成○○年度 ○○地区 

○○道路 基本設計業務 報告書 
〃 H○.○ 基本設計 

     〃 

     〃     測量成果物 
〃 H○.○ 測量成果物 

     〃 

     〃   地質調査成果物 
〃 H○.○ 地質成果物 

 



Ⅱ－２６９ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   (5)設計業務の照査 ・「設計業務照査の手順書(案)」(以下「照査手引き書」という)

による照査実施の有無を記述する。照査結果については、別添

とする。 

   (5)設計業務の照査 

本業務は、農村振興局制定「設計業務照査の手引書(案)」により照査を行った。詳細は別添○○参照。 

 

1)第 1回  H○○.○○.○○  打合せ内容及び設計レイアウトについて 

2)第 2回  H○○.○○.○○  設計内容（形式・構造）について 

3)第 3回  H○○.○○.○○  完成時 

 

 



Ⅱ－２７０ 

工 種 農 道   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

目次 ・報告書の構成順に記載する。 

・添付資料は個々に目次を付けるものとするが、資料枚数等に

より分冊する場合は頁 No.を付さずに別途と記載する。 

添付資料の様式は特に定めないが、本文で記述した事項に関す

る計算・分析資料及び参考資料、現地調査結果、現場写真、

照査手引書による照査結果等を本文と容易に照応出来るよう

に編集し添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    次 

 

まえがき 

位置図 

     業務成果概要書 

 

第１章 設計条件 

 1.1 農道の基本諸元 ············································· ○○ 

1.1.1路線 ···················································· ○○ 

1.1.2規格・区分等 ············································ ○○ 

1.1.3規模・構造 ·············································· ○○ 

1.2 自然条件 ··················································· ○○ 

1.2.1地形、地質概要 ·········································· ○○ 

1.2.2気象条件 ················································ ○○ 

1.3 地域環境条件等の概要 ······································· ○○ 

1.3.1工事等規制の内容と対象区域 ······························ ○○ 

1.3.2保全すべき自然環境条件 ·································· ○○ 

1.3.3工事支障物件の概要 ······································ ○○ 

1.4 仮設条件 ··················································· ○○ 

1.4.1工事用道路 ·············································· ○○ 

1.4.2電力線 ·················································· ○○ 

1.5 その他の設計条件 ··········································· ○○ 

1.5.1特記仕様書の指定事項 ···································· ○○ 

1.5.2発注者の指示事項 ········································ ○○ 

1.5.3完成後の管理 ············································ ○○ 

1.5.4関連事業等による設計条件 ····································· ○○ 

1.5.5 その他 ·············································· ○○ 

 

第２章 設計計画 ············································· ○○ 

2.1 路線設計 ··················································· ○○ 

2.1.1計画路線見直しの基本方針 ································ ○○ 

2.1.2設計路線の概要 ·········································· ○○ 

2.2 基本設計 ··················································· ○○ 

 2.3 舗装 ······················································· ○○ 

2.4 排水施設 ··················································· ○○ 



Ⅱ－２７１ 

工 種 農 道   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  

 

 

 

2.5 法面 ······················································· ○○ 

2.6 付帯施設 ··················································· ○○ 

2.7安全・管理施設 ·············································· ○○ 

2.8 水理設計 ··················································· ○○ 

2.8.1水理設計基準値 ·········································· ○○ 

2.8.2その他 ·················································· ○○ 

2.9 構造設計 ··················································· ○○ 

2.9.1構造設計基準値 ·········································· ○○ 

2.9.2地震時の検討 ············································ ○○ 

2.9.3その他 ·················································· ○○ 

2.10適用基準 ··················································· ○○ 

 

第 3章 基本設計 ················································· ○○ 

3.1 幅員 ······················································· ○○ 

3.2 線形計画 ··················································· ○○ 

3.2.1 平面計画 ··············································· ○○ 

3.2.2縦・横断計画 ············································ ○○ 

3.3 交差 ······················································· ○○ 

3.3.1 交差形態の決定 ········································· ○○ 

3.3.2交差部の設計 ············································ ○○ 

3.4 土工計画 ··················································· ○○ 

3.5 基礎地盤工 ················································· ○○ 

3.5.1 基礎地盤工施工区間の決定 ······························· ○○ 

3.5.2液状化対策工 ············································ ○○ 

3.5.3軟弱地盤対策工 ·········································· ○○ 

 

第４章 路床及び舗装の設計 ······································· ○○ 

4.1 舗装工種の選定 ············································· ○○ 

4.2 計画交通量 ················································· ○○ 

4.3 路床の設計 ················································· ○○ 

4.3.1設計 CBR ················································· ○○ 

4.3.2路床改良工法 ············································ ○○ 

4.3.3凍上防止対策 ············································ ○○ 

4.4 アスファルト舗装の構造設計 ································· ○○ 
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項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   

 

4.4.1舗装厚 ·················································· ○○ 

4.4.2舗装の構成 ·············································· ○○ 

4.5 路肩の舗装 ················································· ○○ 

4.6 歩道・自転車道 ············································· ○○ 

 

第５章 排水施設の設計 ··········································· ○○ 

5.1 表面排水 ··················································· ○○ 

5.1.1集水範囲 ····················································· ○○ 

5.1.2雨水流出量の計算 ········································ ○○ 

5.1.3表面排水溝の構造 ········································ ○○ 

5.2 地下排水 ··················································· ○○ 

5.2.1排水量の算出 ················································ ○○ 

5.2.2地下排水溝の構造 ········································ ○○ 

5.3 法面排水溝 ················································· ○○ 

5.3.1設置区間の決定 ·············································· ○○ 

5.3.2法面排水溝の構造 ········································ ○○ 

 

第６章 法面保護工の設計 ········································· ○○ 

6.1 工法の選定 ················································· ○○ 

6.2 植生による法面保護工 ······································· ○○ 

6.3 構造物による法面保護工 ····································· ○○ 

 

第７章 付帯構造物の設計 ········································· ○○ 

7.1 擁壁 ······················································· ○○ 

7.1.1擁壁形式の選定 ·············································· ○○ 

7.1.2構造設計 ····················································· ○○ 

7.1.3基礎工 ······················································· ○○ 

7.1.4付帯工 ······················································· ○○ 

7.2 カルバート ················································· ○○ 

 

第８章 安全施設、管理施設の設計 ································· ○○ 

8.1 安全施設の設計 ············································· ○○ 

8.1.1安全施設の必要性 ········································ ○○ 

8.1.2防護柵 ·················································· ○○ 

8.1.3照明施設 ················································ ○○ 
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工 種 農 道   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   

 

8.1.4道路反射鏡 ·············································· ○○ 

8.1.5視線誘導標 ·············································· ○○ 

8.2 管理施設の設計 ············································· ○○ 

8.2.1管理施設の必要性 ········································ ○○ 

8.2.2道路標識 ················································ ○○ 

8.2.3マーキング ·············································· ○○ 

8.2.4交通信号機 ·············································· ○○ 

 

第９章 環境と調和への配慮 ······································· ○○ 

 

第 10章 コスト縮減対策 ·········································· ○○ 

10.1スト縮減対策の提案等········································ ○○ 

10.1.1***工に関するコスト縮減対策の検討 ······················· ○○ 

10.1.2***施設に関するライフサイクルコスト低減の検討 ··········· ○○ 

 

第 11章 施工計画 ················································ ○○ 

11.1 仮設計画 ·················································· ○○ 

11.1.1仮廻し計画 ············································· ○○ 

11.1.2工事用道路計画 ········································· ○○ 

11.1.3仮設ヤード計画 ········································· ○○ 

11.2 施工方法 ·················································· ○○ 

11.2.1現場条件 ··············································· ○○ 

11.2.2準備工 ················································· ○○ 

11.2.3切盛土工事 ············································· ○○ 

11.2.4路床工 ················································· ○○ 

11.2.5路盤工（上層・下層路盤） ······························· ○○ 

11.2.6表層土 ················································· ○○ 

11.3 工程計画 ·················································· ○○ 

11.3.1機械計画 ··············································· ○○ 

11.3.2施工日数 ··············································· ○○ 

11.3.3工程計画表 ············································· ○○ 

11.4 安全計画 ·················································· ○○ 

11.4.1資材搬入対策 ··········································· ○○ 

11.4.2環境影響対策 ··········································· ○○ 

11.4.3既設埋設物対策 ········································· ○○ 
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工 種 農 道   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※付属資料には、協議資料等重要な資料を添付する。 

 

 

第 12章 工事特別仕様書 ·········································· ○○ 

12.1 現場条件 ·················································· ○○ 

12.2 指定仮設 ·················································· ○○ 

12.3 工事用地 ·················································· ○○ 

12.4 工事用材料 ················································ ○○ 

12.5 施工方法 ·················································· ○○ 

 

第 13章 数量計算書 ·············································· ○○ 

 

付属資料 

1. 業務特別仕様書 ·············································· 付属-○○ 

2. 業務打合せ記録 ·············································· 付属-○○ 

3. 協議資料 ···················································· 付属-○○ 

:.   ：   ···················································· 付属-○○ 

 

(例１)  添付資料 ························································· △△(※分冊しない場合) 

1. 構造計算書 ·················································· △△ 

2. 環境影響評価 ················································ △△ 

3. 工事費概算資料 ·············································· △△ 

:.   ：   ···················································· △△ 

設計図 ··························································· 別途 

 

(例２)  添付資料 別途  (※分冊する場合) 

1. 構造計算書 

2. 環境影響評価 

3. 工事費概算資料 

:.   ：   

設計図 ··························································· 別途 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 設計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  農道の基本諸元 

1.1.1 路線 

(1)農道の名称・位置 

 

＜各章共通事項＞ 

(1)様式に記載の「項目」のうち、業務内容に含まないもの

は、「業務対象外」又は「○○で指定のとおり」と記し、

必要に応じて簡潔な説明を付記する。 

(2) 様式の「項目」以外の事項目を追加する場合は、適宜に項

目を設けて記述する。 

(3) 各節又は小節の冒頭に当該項目の要旨を箇条書きなどで記

述し、以下に順次説明を簡潔に記述する。 

(4) 説明文が冗長になるのを避けるために、簡単な模式図や絵

などを説明文と併用するのが望ましい。 

(5) 記述の根拠を必ず明示する。根拠とした図書・資料名等及

び引用部分のページ NO等を記載する。 

(6) 比較検討資料・入出力データ等は整理・編集し、原則とし

て別途又は巻末に添付する。 

(7)留意事項 

記載例はあくまでも項目や記載要領を具体的に示したも

のであり、実際の報告書作成に当たっては各担当者におい

て適宜工夫して作成するものと考えている。 

  なお、記載例は各章各項相互の整合について特に考慮して

いない。 

 

＜第 １ 章 共通事項＞ 

(1)この章では、この業務で実施した設計に係る基本的な与件

及び責任範囲を明らかにするために、設計の対象・範囲、

発注者の指定事項及び自然・社会的な制約条件などを簡明

に記述する。 

(2) 各項目のうち、未定あるいは制約条件等の不明なものなど

については、その旨を明記し、この業務における取扱いを

明記する。  例. 「〇〇は未定。この業務で決定。（設計

計画の項参照）」 

 

 

a)名称・位置は、設計区間を含む農道の名称及び所在する市

町村字を明記する。設計区間の起・終点の測点 No.も明示す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 設計条件 

（例）   本業務において詳細設計に係る基本的な与件及び責任範囲を明確にするために、当該設計の対象・範囲、発注者

の指定事項および自然・社会的な制約条件などを以下に示す。なお、水理計算、構造計算等に用いる係数、定数等

の設計に係る条件についてはそれぞれの項目で示す。 

 

 

 

 

 

1.1  農道の基本諸元 

1.1.1 路線 

(1)農道の名称・位置 

（例）  名称                                        （仕様書 P○○） 

      ○○○○○農道 

  位置                                        （仕様書 P○○） 

      始点    No.○○ + ○○.○○     ○○郡○○町地内 

      終点    No.○○ + ○○.○○     ○○市○○町地内 

      延長  ○,○○○ m 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)計画路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 規格・区分等 

(1)設計交通量 

 

(2)設計速度 

 

(3)道路の規格・区分 

 

 

 

 

1.1.3 規模・構造 

(1)道路幅員 

(2)舗装構成 

(3)排水施設 

(4)法面工 

(5)付帯施設 

(6)安全施設・管理施設 

 

b)計画路線については、発注者が提示した設計区間の計画路

線図及び縦断図等の資料名を明示する。 

c)業務に計画路線の見直し作業を含む場合は、その旨を明記

し、見直しに関する発注者の指示事項を簡明に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)規格・区分は 「○種○級」を明示する。 

b)特例値を用いる条件・根拠を明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)設計条件として指示された事項があれば、図・表などを用

いて簡潔に示す。 

 

(2)計画路線 

（例）   計画路線図は、（基本設計 P○○ 図-○.○ ○○○○図）を使用する。 

      道路縦断図は、（基本設計 P○○ 図-○.○ ○○○○図）を使用する。 

      基本設計時の路線を基本に、本業務において比較案を数案立案し、交通車両の走行性、安全性、かつ、土工収

支、施工性等を総合的に検討し決定する。路線決定にあたって主な設計条件は以下である。 

   ・○○川および○○川の流域区域を変更しないこと。 

   ・No.○○＋○○.○○○の現況耕作道は計画道路に取り付けること。 

   ・反対者の土地、ため池は避ける。(法尻が入る場合は擁壁で土留めを行う。) 

   ・保安林、遺跡は線形が悪くなる場合入っても良い。 

   ・○○工区内で土工収支を図る。 

   ・始点側の町道との交差角は 60°以上とすること。 

 

1.1.2 規格・区分等 

(1)設計交通量 

（例）      1,500 台/日 以上 4,000 台/日 未満                       （仕様書 P○○） 

(2)設計速度 

（例）      40km/h                                   （仕様書 P○○） 

(3)道路の規格・区分 

（例）     道路区分 第 3種第 4級                               （仕様書 P○○） 

      交通量区分 3交通 

      設計 CBR 8 

 

1.1.3 規模・構造 

（例） 

項               目       数  量  等 備     考 
(1)幅員構成 全 幅 ○.○ m  

有 効 幅 員       ○.○ m  

路 肩 巾       ○.○ m  

保 護 路 肩       ○.○ m   
(2)舗装構成 表 層 アスファルト (○cm)  

上 層 路 盤 粒度調整砕石(○○cm)  

下 層 路 盤 クラッシャーラン (○○cm)  
(3)排水施設 側 溝 片厚Ｕ字溝  

アスファルトカーブ   

○○河川横断工 １ケ所 現場打ボックスカルバート 
(4)法面工 

法 面 勾 配 
切 土 法 面 1:○.○  

盛 土 法 面 1:○.○  

法面保護工 
切 土 法 面 種子吹付  

盛 土 法 面 草生むしろ張  

(5)付帯施設 ○ ○ ○ ○ 工 ○○ヶ所  

(6)安全施設・管理施設 ガ ー ド レ ー ル Gr-C-4E 土中用 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

1.2 自然条件 

1.2.1 地形、地質概要 

(1)路線全体 

 

 

 

a)設計区間を含む路線全体の地理的位置、地形・地質概況等

を箇条書きで簡潔に記述する。 

b)設計区間に関しては、道路周辺の地形・地質、土地利用

（開発）状況、交差又は平行する道路・河川の位置や規模

等について記述する。 

c)土質について記述する。 

1.2 自然条件 

1.2.1 地形、地質概要 

(1)路線全体 

（例）    ・本地区は○○市街地の東北東約○.○kmに位置する。 

・付近の地形は、○○川を挟んだ西側では標高 100m前後、東側では標高 350m前後の山稜に囲まれた山間地で、 

幅約 700mの谷底平野である。 

・山際には主に竹林が密生し、杉、檜の針葉樹が大半を占めている。その一部が保安林に指定されている。 

     ・地層は○○花崗岩と呼ばれる古第 3紀に貫入した花崗岩を基盤としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-○.○ 調査点位置図 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)設計対象区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 気象条件 

(1)生起確率降雨強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)施工可能日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)施設設計及び工事施工計画の策定などに必要な気象データ

の概要を記述する。 

b)寒冷地にあっては積雪、凍結深などについて出典を明示す

る。 

 

(2)設計対象区間 

（例）   ・本地区は、町道○○線および町道○○線を繋ぐ約○kmの区間である。 

   ・砂防指定河川の谷筋には、谷地田への里道が河川と平行に取り付いている。 

      ・設計区間の地盤はGL-○.○mまで盛土であり、以深ではGL-○.○まで谷底堆積物である。 

      ・盛土層は粘性土を含んだ不均質な砂とφ○○～○○mm程度の礫との混合土砂である。 

      ・基質は花崗岩であるが、混入する玉石は古生層由来のチャートが多い。 

      ・谷底堆積物は風化礫を伴った粗粒砂を主体とした粘性土混じり砂礫で、部分的にφ○○～○○mm程度の礫やφ

○○○～○○○mmの玉石を混入している。 

・基盤岩はN=○○～○○程度の花崗岩であるが全体的に風化が進んでおり、土砂状岩盤となっている。また、長

石類は粘土化していることが多い。 

・スウェーデン式サウンディング試験地点では、概ね上半部が粘土、下半部が砂質土で、砂質土は粘性土の混入

を伴っている。 

・本地区には一箇所ため池があるものの近年用水としては使われておらず、集落の防火用水的な役割を担ってい

る。 

・始点側の谷筋に砂防指定河川がある。この河川は勾配が1/○○○と急である。 

・団地周辺には、大きな2つの町道が通っているが、それをつなぐ路線がない。 

 

1.2.2 気象条件 

(1)生起確率降雨強度                                 （基本設計 P○○） 

（例）    1)確 率 年 数     1/3年確率     道路側溝         ※○○年～○○年の○○年間の資料による。 

    1/5年確率   道路横断工およびシュート工 

1/30年確率    砂防河川横断工 

2)降雨強度        1/3年確率     r=○○○.○/(T○.○○＋○.○) 

          1/5年確率     r=○○○.○/(T○.○○＋○.○) 

1/30年確率    r=○○○.○/(T○.○○＋○.○) 

          3)寒冷地     1月の平均気温が０℃前後で、かつ降水量が多い(ａ地域)。 

 

(2)施工可能日数 

（例）   施工可能日数は、雨天・休日等を見込み○○日/月である。         （所内基準、添付資料 P○○） 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

1.3 地域環境条件等の概要 

1.3.1 工事等規制の内容と対

象区域 

(1)法令による規制 

 

 

 

(2)自治体による規制 

 

 

1.3.2 保全すべき自然環境条 

件 

(1)希少動植物 

 

 

(2)景観 

 

 

 

(3)文化財 

 

 

(4)静かさ(交通騒音防止) 

 

 

1.3.3 工事支障物件の概要 

 

(1)住家・その他の建造物 

 

 

a)規制の内容・対象範囲及びその根拠となる法令・条例等の

名称も併記する。 

b)規制対象がない場合は、その旨を記述する。 

 

 

 

 

 

 

a)この項に記載すべきものがあれば、設計及び施工計画との

関連を簡明に記述し、関連資料名を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)道路設置又は施工に支障・影響があるとみられる工作物等

の概要を箇条書きする。 

b)支障物件がない場合、又は未確認の事項については、「○○

はなし。」又は「○○は未確認。」と記載する。 

 

1.3 地域環境条件等の概要 

1.3.1 工事等規制の内容と対象区域 

 

(1)法令による規制 

（例）      ○○○○○  No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○   河川法 

○○○○○    No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○      砂防法 

○○○○○    No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○      森林法 

(2)自治体による規制 

（例）      騒音・振動による規制  No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○   県公害防止条例 

 

1.3.2 保全すべき自然環境条件 

 

(1)希少動植物 

（例）   既設水路には、レッドデータブックの絶滅危惧 IA類に含まれている「スイゲンゼニタナゴ」の生息が確認され

ている。                                    （基本設計 P○○） 

(2)景観 

（例）     ○○地区は、農村景観が保たれた地域であるので、橋梁、法面等の色彩については、周辺環境に配慮した色彩と

する。 

 

(3)文化財 

（例）      工事中に埋蔵文化財の発見の可能性があるばあいには、文化財保護法に従う旨を工事特別仕様書に記入する。 

                                              （○○○○ P○○） 

(4)静かさ（交通騒音防止） 

（例）   騒音規制法等による規制を遵守し、基準値を超えると想定される場合には防止対策を行うこと。 

 

1.3.3 工事支障物件の概要 

（例）  住家・その他の建築物、埋設物については、基本設計より下記のとおりであるが、井戸、その他は未確認である。 

(1)住家・その他の建造物                                （基本設計 P○○） 

（例）    1)住  家  ○ 戸    No.○○ + ○○ 付近 中心線からの離れ ○.○m 木造平屋 

           No.○○ + ○○ 付近    〃     ○.○m 鉄骨2階建 

2)倉  庫   ○ 戸    No.○○ + ○○ 付近    〃     ○.○m 鉄骨平屋 

3)事務所  ○ 戸    No.○○ + ○○ 付近    〃     ○.○m 鉄筋コンクリート造3階建 

4)排水路  ○ 箇所 No.○○ + ○○ 付近 埋設深 ○.○m      BOX暗渠(B)○.○m×(H)○.○m 

  5)擁 壁  ○ 箇所 No.○○ + ○○ 付近 中心線からの離れ ○.○m 逆Ｔ擁壁 H=○.○m 

位置図を添付資料 P○○に示す。 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)埋設物 

 

 

 

 

 

 

 

(3)その他 

 

 

1.4 仮設条件 

1.4.1 工事用道路 

(1)進入道路 

 

 

 

 

 

 

(2)仮回し道路 

 

 

1.4.2 電力線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)幹線道路から工事区間までの進入路の条件や改修の要否を

箇条書きする。 

b)既設道路と接する場合の仮回し条件を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)商用電源使用の可否、接続条件等を明記する。 

 

(2)埋設物 

（例）    1)農水管   No.○○ + ○○～No.○○ + ○○ φ○○○○mm 埋設深 ○.○m  

○○土地改良区と立ち会い済み（○○事務所 職員） 

2)工水管   No.○○ + ○○～No.○○ + ○○ φ○○○○mm 埋設深 ○.○m 

○○県企業庁と立ち会い済み（    〃    ） 

3)NTTケーブル No.○○ + ○○～No.○○ + ○○ φ○○○○mm 埋設深 ○.○m 

NTTの立ち会いのもと確定必要（○○事業所用地課職員より指示） 

 

(3)その他 

（例）      その他は未確認 

 

1.4 仮設条件 

1.4.1 工事用道路 

(1)進入道路                                     （○○報告書 P○○） 

（例）      道路名称    ○○道○○線 

管 理 者   ○○市 

延    長    ○○.○○ Km 

有効幅員    ○○. ○ m 

          位置図を添付資料 P○○に示す。 

 

(2)仮回し道路 

（例）   計画路線と交差する既設道路は、工事期間中は通行止めとする。 

 

1.4.2 電力線                                      （○○報告書 P○○） 

（例）      工事区間までの延長     ○○.○○ Km 

      取り込み可能な電力      ○.○kvA    

  ○○kv 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

1.5 その他の設計条件 

1.5.1  特記仕様書の指定事項 

 

 

1.5.2  発注者の指示事項 

 

 

1.5.3  完成後の管理 

 

 

 

 

1.5.4  関連事業等による設計

条件 

(1)付帯事業関連 

 

 

(2)その他事業関連 

 

 

 

1.5.5  その他 

 

 

a)特記仕様書に明示されている上記以外の重要な設計条件が

あれば、箇条書きする。 

 

a)業務の実施過程で発注者の監督員等が指示した設計条件を

箇条書きする。 

 

a)付帯施設や安全施設・管理施設の位置・構造に関して施設

管理面からの設計条件があれば、箇条書きする。 

 

 

 

a)付帯事業計画との関連で道路横断工その他付帯工等に関す

る条件があれば、簡潔に記述する。 

b)河川改修、道路計画等の関連事業により、現況と異なる条

件が発生するときにその条件を明示する。 

 

 

 

 

 

a)上記各項のほかに貸与資料に明示されている重要な設計条

件があれば、箇条書きする。 

 

1.5 その他の設計条件 

1.5.1  特記仕様書の指定事項 

  [特に重要な項目を箇条書きする。] 

 

1.5.2  発注者の指示事項 

（例）     支線道路であるが、○○町の要望により道路幅員構成は幹線と同規格とする。 

 

1.5.3  完成後の管理 

（例）     ・道路標識について、No.○○＋○○.○○○～No.○○＋○○.○○○の区間は季節により樹木、花木の影響で見

えにくくなると想定されるため、この区間への設置方式をオーバーハング方式またはオーバーヘッド方式等、

悪影響を及ぼさない方式とすること。 

 

1.5.4  関連事業等による設計条件 

 

(1)付帯事業関連 

（例）      終点取付道路は、○○市の都市計画道路に位置づけられており、平成○○年に拡幅工事が予定されている。従っ

て、終点の取付は○○市の計画に整合させること。 

(2)その他事業関連 

（例）     No.○○＋○○.○○○付近に、○○用水事業により設置された用水管（ FRPMφ○○○○）が埋設深   

○.○○○mで施工される計画がある。 

 

1.5.5  その他 

（例）       基準点、水準点は、○○○○○業務報告書 P○○を使用する。 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ２ 章 設計計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 路線設計 

 

 

 

2.1.1 計画路線見直しの基本

方針 

 

 

 

 

 

2.1.2 設計路線の概要 

 

＜第 ２ 章 共通事項＞ 

(1) 前章の設計条件を踏まえて、この業務で決定した設計に

係る基本方針・基準値等及び設計内容の基本的な事項を

簡明に記述する。 

(2) 設計方針等で発注者の仕様書・指示により決定したもの

は、その旨を明記する。 

(3) 設計等の詳細は第 3章以降に記述するので、ここには結

果の要旨だけを記載する。 

(4) この業務で検討の結果、設置しない施設については、「不

要」と記し、その事由を簡潔に記述する。 

(5) 業務対象外の項目・施設は、当該項目にその旨を明記す

る。 

 

 

＜2.1 共通事項＞ 

(1) 計画路線の見直しを行なった場合は、その基本方針と結

果の概要を簡潔に記述する。 

(2) 見直しを要しないと指定された場合は、その旨をここの

冒頭に記述して、以下の項目は空欄とする。 

a)見直しに関する基本方針及び平面・縦断線形、主要付帯施

設の配置決定に関する考え方を簡潔に記述する。 

b)比較案を作成する場合は、比較検討のポイント及び比較

ケースの数と各概要を明示する。 

 

 

a)決定した路線（設計路線）の概要について、計画路線との

相違点等を列挙するなどして簡明に記述する。 

 

第 ２ 章 設計計画 

（例1）     交通車両が安全で快適に走行でき、かつ施工性・安全性および経済性を十分に検討し、将来の維持管理にも配

慮した、施設の設計を行う。具体的には、以下の項目について検討する。 

・路線の平面・縦断線形の検討は、既設農道等の公共用地を優先的に活用する。 

・施設設計においては、既設道路との交差や排水流末水路などについては、道路協議、河川協議及び

地元要望などを考慮する。 

（例2）   砂防河川指定範囲の変更による砂防協議の結果、現況排水系統を大きく変更することのない線形に見直すこと

となった。見直しに際して○○取付道路地点は、基本設計での線形を採用することを基本条件とした。 

 

 

 

 

 

 

2.1 路線設計 

 

 

 

2.1.1  計画路線見直しの基本方針 

（例）    幹線○号の計画区間には、文化財、保安林、ため池、反対者等支障となるポイントが点在してい 

る。 

路線選定においては、上記のコントロールポイントをできるだけ避けるように計画を行った。 

計画路線は、3ルートを検討し、保安林は若干かかるが、開発面積や土工量が少ない○○ルートとし

た。 

 

2.1.2 設計路線の概要 

（例）    設計路線は、○案で発生した○○周辺での高擁壁を解消するため、山側へ○m移動した案である。 

      また、土工収支のバランスが良いこと、道路延長が短いこと、事業費が最も安価となる事などが特徴である。 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.2 基本設計 

 

a)道路の線形、幅員、舗装構成、施設配置、法面工及び土工

などの基本的事項の考え方・決定事項等を箇条書きにす

る。 

 

2.2 基本設計 

（例）  道路の線形、幅員、舗装構成等の基本的事項は、（設計基準『農道』）をはじめ関係法令の規定に基づいて設計す

る。 

項  目 内      容 

・道路構造令の区分 道路構造令第３種第４級 

・設計荷重 T-25 

・幅員 車道幅員 5.50m、路肩幅員 0.75m、全幅員 7.00m 

・横断勾配 2％ 

・設計速度 40km/h、 特例 20km/h 

・曲線半径 60m、    特例 30m 

・縦断勾配 7％以下、    特例 10％以下  

・舗装構成 表  層 アスファルト (5cm) 

上層路盤 粒度調整砕石 (15cm)  

下層路盤 クラッシャラン (15cm) 

・法面勾配 切土法面 1：1.0 

盛土法面 1：1.8 

・法面保護工 切土法面 種子吹付 

盛土法面 草生むしろ張 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.3 舗装 

 

a)舗装工種の選定から舗装構造の決定に関する一連の事項を

簡潔に記述する。 

 

2.3 舗装 

（例） 道路の車道部に、路面荷重の分散、自動車交通の走行性、快適性の向上、営農阻害の原因除去等の目的で舗装を    

行う。 

     ・舗装基準  幹線道路 

            舗装の種類   アスファルト 

            舗装厚     3交通 

            設計CBR      8 

     ・舗装厚の設計 

       舗装厚の目標値は、下記表より、等値換算厚 TA = 14cm とする。 

 

 

 

設計 CBR 

目標とする値  (単位：cm) 

1-1交通 1-2交通 
2交通 

(L) 

3交通 

(A) 

4交通 

(B) 

合計厚 

(H) 

等値換算厚 

TA 

(2) 

3 

4 

6 

8 

12 

20(岩部) 

(39) 

31 

26 

20 

〃 

〃 

17 

(14) 

13 

12 

10 

9 

〃 

7 

(17) 

15 

14 

12 

11 

〃 

11 

(21) 

19 

18 

16 

14 

13 

13 

(29) 

26 

24 

21 

19 

17 

17 

 

         ・舗装構成の決定 

       表層＋基層の最小厚さは、下記表より、T1 = 5cmとする。 

 

交通量の区分 表層＋基層の最小厚さ(cm) 

1-1，1-2 4(3) 

2，3 5 

4 10(5) 

 

           よって、構成各層の厚さは、下記の通りとする。 

 

使用位置 工法・材料 摘  要 等値換算係数ａ 厚さ(cm) 

表層＋基層 表・基用加熱アスファルト混合物 1.00 5 

上 層 路 盤 粒度調整砕石 修正 CBR 80以上 0.35 15 

下 層 路 盤 クラッシャラン 修正 CBR 30以上 0.25 15 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.4 排水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 法面 

 

a)排水施設の配置及び構造・規模の決定に関する事項を簡潔

に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)法面勾配の決定方法、法面保護工の構造・規模の決定方法

等に関する事項を簡潔に記述する。 

 

2.4 排水施設 

（例）   ・側溝 

道路側溝は、将来町等に対して譲与管理を前提として下記のとおり施工するものとする。 

幹線道路       片厚鉄筋コンクリート U形(片厚 U字溝)L=○.○m 

・側溝は U字溝等を設け、路側には白線を引くこととする。 

・道路専用の排水側溝は、最大許容流速の限界値を設けないものとする。ただし、この場合路面排水等が縦 

断方向に流れやすくなるので、横断工（グレーチング）等の配置に注意を要する。 

・また、流末部に合流桝等を設ける場合は、減勢工を考慮する。 

・最小断面は、維持管理を考慮し、幅○○○mm程度とする。（設計基準『農道』P○○） 

・道路横断工 

道路側溝より道路を横断して排水する場合及び地形的に側溝を道路の反対側へ移動させる必要がある場合に用 

いられる。 

横断暗渠工 

最小断面   :  幹線道路 ○○ ㎝ 

耕作道路 ○○ cm  (この場合前面にスクリーンを設ける) 

管種の選定 :  ヒューム管 180°砂基礎  (土被り○○㎝以上に摘要する。) 

コンクリート 360°固定基礎又は重圧管 (土被り○○cm未満に摘要する。) 

 

2.5 法面 

（例）    切土法面 

     ・法面勾配  1：○.○ （○○岩）  （事業所基準 P○○) 

     ・法面高および小段 

       法面高 ： 法面 1段当たり直高  ○.○ ｍ 

       小段  ： 原則として 1ｍとし、傾斜（10%程度）を付ける。 

            原則として全段に小段排水を設置する。 

     ・法面保護 

       幹線道路法面は、原則として種子吹き付けとする。 

       切土層が○mより深い切土面は、保水性や保肥性から客土吹付け○cm とする。 

    盛土法面 

     ・法面勾配  1：○.○（流出防止盛土は除く）  （事業所基準 P○○) 

     ・法面高および小段 

       法面高 ： 法面 1段当たり直高  ○.○ m 

       段数  ： ○段 (直高○○ｍ以上の場合は安定計算をする。)  

       小段  ： 原則として 1mとし、法面排水路側に傾斜（10%程度）を付ける。 

            原則として全段に小段排水を設置する。 

     ・法面保護 

       幹線道路法面は、草生むしろ張とする。 
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.6 付帯施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 安全・管理施設 

 

a)擁壁・カルバート・仮設土留工などの付帯施設の配置及び

構造・規模の決定に関する事項を簡潔に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)安全施設（防護柵・照明施設・反射鏡・視線誘導標）・管理

施設（道路標識・マーキング・交通信号機）などのうち設

計区間に設置するものを列挙し、「2.4 排水施設」に準じて

記述する。 

 

2.6 付帯施設 

（例 1）擁壁 

     幹線○号道路 No.○○付近の既存のため池に一部盛土法面が覆う恐れがあるため、土留擁壁を設置する。 

     現況勾配（1:1.0程度）が急であるために、ため池に近づくにつれ計画（勾配 1:1.8）との高さが離れていき、

擁壁の壁高が高くなるため、道路肩に設置する。 

      ・設置区間 ：No.○○＋○○.○○～No.○○＋○○.○○ L = ○○.○ m 

      ・設置高さ ：最小 ○.○ m ～ 最大 ○.○ m  

            ・構造物の選定 

         現場の条件より、擁壁前面に勾配をつけるもの、つま先版がある逆 T擁壁などは壁高が高くなる傾向に

あるため対象外とし、また、壁高○.○m～○.○mの変化に対応可能なものとする。設計基準『○○』P○

○ 表-○.○ ○○○○より、重力式擁壁とプレキャスト L型擁壁が考えられる。 

         一般的に Hが○.○m程度になるとＬ型擁壁の方が安価となる。また、重力式擁壁は、擁壁体の自重が

大きいので、基礎地盤が堅固な場所でなければならない。設置場所が斜面の上（堆積土の上）に設置する

ことから、支持地盤はさらに深いものと考えられる。以上のことから、L型擁壁とする。 

（例 2）カルバート  

○○区間には、砂防指定河川である○○川を横断する地点がある。 

  幹線道路横断付近の現況河川の状況は、以下の通りである。 

・勾配   ： 1 / ○○ 

     ・計画洪水量：Q = ○.○○ m3/s（1/10年確率） 

          ・現況の通水可能量は、全体的に 1/10年確率以下の排水能力しかない。 

    計画 

     横断の工法は、以下に決定した。 

     ・横断構造物：ボックスカルバート（内空 B ○.○○ m × H ○.○○ m） 

          ・流路工  ：三面張コンクリート水路（河床巾 ○.○○ m、水路壁高 ○.○○ m） 

    ・縦断勾配 ： 1 / ○○  

      ・ボックス内に管理用道路（B = ○○ m）を設ける 

 

2.7 安全・管理施設 

（例） 安全施設 

       防護柵 ガードレール（土中） GR-C-4E  

                防護柵 H = 1.1 m 
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2.8 水理設計 

2.8.1 水理設計基準値 

(1)雨水流出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)許容最大・最小流速 

 

 

 

 

(3)水路の余裕高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)その他の基準値 

 

 

2.8.2 その他 

 

 

a)排水施設設計や仮設計画に用いる対象降雨強度・降雨流出

量算定方法に関する基準値や出典について簡潔に記述す

る。 

b)許容流速・余裕高は、工種別・構造別に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)上記の他に水理設計の基本方針に関する事項があれば簡潔

に記載する。 

 

2.8 水理設計 

2.8.1 水理設計基準値 

(1)雨水流出量 

（例）      対象降雨強度 1/3 年確率     r=○○○.○／(T○.○○＋○.○)   道路側溝 (○○県土木部『砂防技術基準』) 

 1/5年確率     r=○○○.○／(T○.○○＋○.○)   道路横断工及びシュート工  (  〃  ) 

1/30年確率     r=○○○.○／(T○.○○＋○.○)   砂防河川横断工       (  〃  ) 

   降雨流出量      計画排水量（ピーク流出量）は合理式により算定する。      (設計基準『農道』P○○) 

                                   Q = 1/3.6 × f × r × A 

Q  ： ピーク流出量 (m3/s) 

f  ： 流出係数 

r  ： 洪水到達時間内降雨強度 (mm/h) 

A  ： 集水面積 (km２) 

(2)許容最大・最小流速 

（例）        許容最大流速 3.00 m/s（コンクリート 2次製品水路）              (○○報告書 P○○) 

           道路専用の排水側溝は、許容最大流速の限界値を設けないものとする。(○○建設事業所基準) 

許容最小流速 0.45 m/s                            (○○報告書 P○○） 

 

(3)水路の余裕高 

（例）        鉄筋コンクリートＵ形の場合の余裕高は、以下とする。     (設計基準『農道』P○○ 表-○.○ ○○○○) 

      U-300B   70 mm 

      U-360B     80 mm 

      U-450      90 mm 

      U-600     100 mm 

       シュート工、横断工 

      D ≧ 0.60 m        Fb = 0.2 D  (8割水深)  

        ただし、D-d ≧ 0.30 m  (最低 0.30 m) 

            D ＜ 0.60 m    Fb = D/2 

        d ： 限界水深 (m) 

 

(4)その他の基準値 

（例）   該当無し。 

 

2.8.2 その他 

（例）   本地区は地形勾配が急なため、水理計算は等流計算によるほか、水路始点終点部の水理条件（限界流、満流な

ど）を考慮し水路断面を決定する。 

 横断工の入口において、規定の余裕高をとると大規模な断面となる場合には、経済性を考慮し、満流となること

を許容した。但し、計画流量の 120％流量の流下できる断面を確保するものとする。     

注)上流側水路が直角に流入する横断工の場合、満流にせざるを得ない場合がある。 
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2.9 構造設計 

2.9.1 構造設計基準値 

(1)設計荷重基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)主要材料の許容応力度 

 

＜2.9 共通事項＞ 

(1) 構造設計に用いた主要な荷重・材料の強度の基準値を列

挙し、必要に応じて説明を記述する。 

(2) 耐震性について特別の考慮をした構造物（施設）名等を

あげ、その理由と考慮した概要を簡潔に記述する。 

 

2.9 構造設計 

2.9.1 構造設計基準値 

(1)設計荷重基準 

（例）    擁壁 

    上載荷重    T-25より 10(kN/m2)を見込む。             (設計基準『農道』P○○) 

    単位体積重量  鉄筋コンクリート     24.5 kN/m３            (設計基準『農道』P○○) 

土            18.6 kN/m３  (砂質土)    (設計基準『農道』P○○) 

        土質定数    内部摩擦角        30°        (  〃 )      (        〃      ) 

   ボックスカルバート 

    上載荷重                                (設計基準『農道』P○○) 

荷  重 総重量(kN) 前輪荷重(kN) 後輪荷重(kN) 等分布荷重(kN/m2) 

T-25 245 24.5 100 10 

     単位体積重量    アスファルトコンクリート 22.6 kN/m３          (設計基準『農道』P○○) 

              鉄筋コンクリート     24.5 kN/m３ 

              無筋コンクリート     23.1 kN/m３ 

湿潤土       γt = 17.6 kN/m３ 

            飽和土       γws= 19.6 kN/m３ 

            水中土       γw = 9.8 kN/m３ 

      土圧公式     クーロン公式     Ka = 0.333    

 

 (2)主要材料の許容応力度 

（例）    擁壁                                   (設計基準『農道』P○○) 

鉄筋コンクリートの許容応力度 

                設計基準強度        σck = 30 N/mm2  

                許容曲げ圧縮応力度  σca = 10 N/mm2 

                許容せん断応力度   τa  = 0.45 N/mm2  

             鉄筋 

         許容引張応力度    σsa = 160 N/mm2  

ボックスカルバート                               (設計基準『農道』P○○) 

鉄筋コンクリートの許容応力度 

                設計基準強度        σck = 21 N/mm2  

                許容曲げ圧縮応力度  σca = 7 N/mm2  

                許容せん断応力度   コンクリートのみでせん断力を負担する場合 τa  = 0.36 N/mm2  

斜引張鉄筋と協同して負担する場合  τa  = 1.60 N/mm2  

                         付着応力度      τoa  = 1.4 N/mm2  
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(3)その他の基準値 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2 地震時の検討 

 

 

 

 

 

2.9.3 その他 

 

 

2.10 適用基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)適用した基準書等を列挙する。 

 

            鉄筋                                  (設計基準『農道』P○○) 

        許容引張応力度    σsa = 160 N/mm2  

               許容圧縮応力度    σsa = 160 N/mm2  

 

(3)その他の基準値 

（例）     擁壁 

        前面土砂は洗掘される恐れがあるので安全側にみて受動土圧は考慮しない。(設計基準『○○』P○○)  

              根入れ高                  50cm以上 

        内部摩擦角           φ = 30.0° 

              許容地盤反力              200 kN/m2 

     基礎底面の摩擦係数   μ = 0.6 

 

2.9.2 地震時の検討 

（例）    擁壁 

    h＜8mであるので地震時の計算は行わない。(設計基準『○○』P○○) 

ボックスカルバート 

       一般には地震の影響は考慮しなくてよい。 

 

2.9.3 その他 

（例）   該当無し。 

 

2.10 適用基準 

（例） 

名 称 発行者 発行年月日 報告書内の略称 

土地改良事業計画設計基準・設計

「農道」基準書・技術書 

農林水産省 

農村振興局 

H○.○ 設計基準『農道』 

道路構造の手引 ○○県土木部 H○.○ 道構手引き 

道路構造令の解説と運用 (社)日本道路協会 S○.○ 道構令 

道路土工仮設構造物指針 〃 H○.○ 道土仮設 

道路土工 施工指針 〃 S○.○ 施工指針 

道路土工 排水溝指針 〃 S○.○ 排水工指針 

道路土工 擁壁・カルバート・仮設

構造物指針 

〃 H○.○ 擁壁等指針 

アスファルト舗装要綱 〃 H○.○ アスファルト要綱 

防護柵設置要綱の設置基準・同解説 〃 H○.○ 防護柵設置基準 
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第 ３ 章 基本設計 

 

 

 

 

3.1 幅員 

(1)車道 

 

 

 

 

(2)路肩 

 

 

 

(3)路肩保護 

 

 

3.2 線形計画 

3.2.1 平面計画 

(1)曲線半径 

 

 

 

 

(2)曲線長 

 

＜第 ３ 章 共通事項＞ 

(1)第 ２ 章の共通事項に準じる。 

 

 

 

 

a)幅員及び決定の根拠を記述する。 

b)計画交通量と車道幅員の関係を示す。計画交通機種により

決定する場合は、その旨を記述する。 

 

 

a)路肩の幅員及び決定の根拠を記述する。 

b)車道幅員と路肩幅員の関係を示す。 

 

 

a)保護路肩の幅員を記述する。 

 

 

 

 

a)最小曲線半径及び決定の根拠を記述する。 

b)設計速度と最小曲線半径の関係を示す。 

 

 

 

a)最小曲線長及び決定の根拠を記述する。 

b)設計速度と曲線長の関連を示す。 

 

第 ３ 章 基本設計 

（例）    これまでの章で明らかとなった現地の自然的、社会的諸条件をもとにして、細部の設計を行う基礎となる基本設

計を行う、この章では、農道が備えるべき基本的な機能に関する条件を定め、これに基づいて農道の基本的な諸元

を決定する。 

 

3.1 幅員 

(1)車道 

（例）      適用する道路構造令の区分は、道路構造令第 3種第 4級 

      計画交通量 1,500台/日 以上 4,000台未満/日 

車道幅員 5.50m     (設計基準『農道』P○○) 

 

(2)路肩 

（例）      車道幅員 5.50m、歩道等は設けない 

            路肩幅員 0.75m     (設計基準『農道』P○○) 

 

(3)路肩保護 

（例）      保護路肩幅員 0.50m  (設計基準『農道』P○○) 

 

3.2 線形計画 

3.2.1 平面計画 

(1)曲線半径 

（例）      車道幅員 5.50m 

設計速度 40km/h    (設計基準『農道』P○○) 

最小曲線半径 60m    (設計基準『農道』P○○) 

 

(2)曲線長 

（例）      曲線長は、設計基準『農道』P○○ 表-○.○ ○○○○より、設計速度 40km/hの場合の 

 θ＜7゜の場合、500/θ m 

θ≧7゜の場合、70m   とする。 
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(3)曲線部の拡幅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)緩和区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)片勾配 

 

a)拡幅量及び決定の根拠を記述する。 

b)曲線半径と一車線あたりの拡幅量の関連を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)緩和区間の長さ、曲線の種類（例 クロソイド、レムニス

ケート）を記述する。 

b)地形状況などから、設けない場合は理由を明記する。 

c)設計速度と緩和区間の長さの関係を示す。設計速度と緩和

区間を設けなくても良い場合における限界曲率半径の関係

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)片勾配（％）及び決定の根拠を記述する。また、片勾配を

打ち切る曲線半径を記述する。 

b)曲線半径・設計速度と片勾配の関係を示す。また設計速度

と片勾配を打ち切る最小曲線半径の関係を示す。 

 

(3)曲線部の拡幅 

（例）      車両が曲線部を走行する場合には前輪と後輪は異なった軌道を描く。従って曲線部において前後車輪が道路を 

      はずれないためには、直線部の幅員よりも広い車線(車線幅員)を必要とする。 

       この場合曲線半径に応じ、１車線につき、次の値の拡幅をする。(設計基準『農道』P○○) 

 

曲    線    半    径 拡  幅  量 

 90 m 以上    160 m 未満     0.25 m 

   60        90     0.50 

   45        60     0.75 

   32        45     1.00 

   26        32     1.25 

   21        26     1.50  

   19        21     1.75 

   16        19     2.00 

   15        16     2.25 

(4)緩和区間 

（例）      車道の曲線部において、片勾配及び拡幅を行う場合は、次の値の緩和区間を設け、片勾配、拡幅のすりつけを行

う。                                    （設計基準『農道』P223) 

緩和区間長 備 考 

35.0m R≧250mは不要 

（解説） 特例は 20.0mとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(5)片勾配 

（例）     車道及び車道に接続する路肩の曲線には、曲線半径に応じて次の値の片勾配をつける。(設計基準『農道』P○○) 

 幹 線 道 路 特 例 片勾配 

 

曲線半径 

（m） 

160未満 40未満 6 

160 ～ 210 40～ 50 5 

210 ～ 280 50～ 70 4 

280 ～ 400 70～100 3 

400 ～ 800 100～200 2 

（解説） 1)積雪を考慮し、最大片勾配を6％とする。 

2)設計速度を特例の20km/hとする場合は、特例の値とする。 
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(6)拡幅および片勾配のすり

つけ 

 

a)すり付けの割合及び決定の根拠を記述する。 

b)設計速度と片勾配のすりつけの割合の関係を示す。 

 

(6)拡幅および片勾配のすりつけ 

（例）      拡幅 

曲線半径 160以上であるので拡幅は行わない 

片勾配のすりつけは以下の通りとする。 

・片勾配のすりつけは、原則として、緩和区間の全長で行う。IP.○、IP.○○に適用する。 

・緩和区間長 Lは、○○mとする。 

・R≧250は、緩和区間を設けなくてよい。この場合以下の通りとする。 

1)緩和区間長をすりつけ長さとして、直線部 1/2、曲線部 1/2の割合でのすりつけを標準とする 

2)CL≧2L（=2×緩和区間○○m=○○m）の場合 BC、ECを中心として緩和区間を設ける。 

IP.○○に適用する。 

3)CL＜2Lの場合 BC、ECからすりつけ長さ○○mを設けるものとする。IP.○に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-○.○ 拡幅・片勾配すりつけタイプ 

表-○.○ 計算結果一覧表 

 
 

曲線 

交点 

 

交角 

IA 

(゜) 

半径 

R 

(m) 

測 点 曲線長 

CL 

(m) 

接線長 

TL 

(m) 

外線長 

SL 

(m) 

拡幅量 

W 

(m) 

片勾配 

I 

(％) 

 

備 考 BC SP EC 

IP7 13.673 160 NO.84+4.569 NO.85+3.66 NO.86+2.75 38.182 19.182 1.146 － 2 13 ﾟ 40'23" 

IP8 12.615 160 NO.86+3.72 NO.87+1.33 NO.87+18.95 35.227 17.685 0.974 － 5 12 ﾟ 36'53" 

IP9  8.198 280 NO.95+12.78 NO.96+12.81 NO.97+12.84 40.062 20.065 0.718 － 3 8 ﾟ 11'52" 

IP10 55.813 160 NO.105+8.54 NO.109+6.47 NO.113+4.40 155.859 84.739 21.054 － 5 55 ﾟ 48'47" 

IP11 16.830 280 NO.116+19.38 NO.119+0.50 NO.121+1.62 82.248 41.422 3.047 － 3 16 ﾟ 49'49" 



Ⅱ－２９３ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(7)視距 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 縦・横断計画 

(1)縦断勾配 

 

a)見通し区間及び決定の根拠を記述する。 

b)設計速度と制動停止距離、最小追越視距の関係を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)縦断勾配,制限長及びその決定の根拠を記述する。 

b)設計速度と縦断勾配及び制限長の関係を示す。 

 

(7)視距 

（例）      制動停止視距および最小追越視距は、設計基準『農道』P○○ 表-○.○ ○○○○より、設計速度 40km/hの場

合の 40mおよび 150m以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 縦・横断計画 

(1)縦断勾配 

（例）      設計速度 40km/h 

      起伏が激しいため、基準値である最急勾配 7％程度でも土工 

収支が難しい。 

            最急縦断勾配は、発注者側との協議の結果、特例の最大 10％と 

した。（設計基準『農道』P○○） 

      制限長  200 m 

 

 

 

 



Ⅱ－２９４ 

工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)縦断曲線 

 

 

 

(3)横断勾配 

 

 

 

(4)合成勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)切土法面勾配 

 

 

 

 

 

 

 

(6)盛土法面勾配 

 

a)縦断曲線の半径､中間値及びその決定の根拠を記述する。 

b)設計速度と最小縦断曲線長（VCL）及び最小縦断曲線半径

（VCR）の関係を示す。 

 

a)路面上の排水に必要な横断勾配および決定根拠を記述す

る。 

b)農道の種類および舗装種別（例 アスファルト、コンク

リート）と横断勾配の関係を示す。 

a)最大合成勾配を記述する。 

b)設計速度と合成勾配の関係を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)土質調査資料等に基づいて、力学的安定性・耐侵食性・周

辺状況・土工計画・法面保護工計画・その他について検討

した内容と決定した法面勾配を簡明に記述する。 

b)安定計算の方法・その他法勾配決定の根拠を明示する。 

 

 

 

 

a)盛土法面勾配のについて記述する。 

 

(2)縦断曲線 

（例）      縦断曲線の最小半径は、設計基準『農道』P○○ 表-○.○ ○○○○より、設計速度 40km/hの場合の 450mとす

る。 

 

(3)横断勾配 

（例）      道路の排水性の観点から、横断勾配を設ける。 

      横断勾配は設計基準『○○』P○○ 表-○.○ ○○○○より、1.5％を標準とする。 

 

(4)合成勾配 

（例）      合成勾配は、縦断勾配と片勾配または横断勾配とを合成した勾配で、路面の最急勾配である。 

      合成勾配の最大値は設計基準『○○』P○○ 表-○.○ ○○○○より、○.○○％となる。 

      計画路線の合成勾配は、次式により求める。 

 
22 jiS +=  

           S:合成勾配(％) 

           i:横断勾配または片勾配(％) 

           j:縦断勾配(％) 

 

        (%)1.100.105.1S 22 =+=  

 

(5)切土法面勾配 

（例）  1)地形・地質 

現地調査および地質調査結果に基づいて、地山の土質および状況を記述する。 

2)法面勾配の設定 

1)の結果に基づいて、準拠する基準の標準法面勾配から設定する。 

3)法面保護工の選定 

対象となる法面規模・土質、必要と想定する機能および緑化の有無について検討し、最適な工法を選定する。 

 

(6)盛土法面勾配 

（例）  1)地形・地質 

現地調査および地質調査結果に基づいて、地山の土質および状況を記述する。 

2)法面勾配の設定 

1)の結果に基づいて、準拠する基準の標準法面勾配から設定する。 

3)法面保護工の選定 

対象となる法面規模・土質、必要と想定する機能および緑化の有無について検討し、最適な工法を選定する。 

4)法面の安定検討 

直高 10m以上で重要性、崩壊時に予想される被害の規模および地形・地質を考慮し、法面の安定性評価を実施

する。 
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3.3 交差 

3.3.1 交差形態の決定 

 

 

 

3.3.2 交差部の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 土工計画 

 

 

a)交差形態が指定されている場合は、その旨を明記する。交

差形態の見直し又は決定した場合は、それに関する検討経

過と決定内容を簡潔に記述する。 

 

a)交差部の線形・規模・構造等について、設計内容を簡明に

記述する。設計の根拠を明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)全体的な土量配分（発生土、盛土、捨土）の概略を記述す

る積算体系による土質区分に分ける。 

b)残土の場合は残土の処分方法、不足する場合は調達方法を

記述する。（マスカーブによる土量配分計画は第９章施工計

画で記述） 

 

3.3 交差 

3.3.1 交差形態の決定 

（例）    交差道路の位置づけ（国道・市町村道・農道等）を明確にし、関係機関と交差協議を行う。 

交差道路は主従関係を明確にし、各道路の道路区分・規格・標準断面および右折車線の有無を決定する。 

 

3.3.2 交差部の設計 

(1)平面計画 

（例）   枝数・交角・交差点に近接した取付道路等を考慮に入れて平面計画を行う。 

(2)縦断計画 

（例）   交差道路の縦断計画は、主従道路の位置づけにより、取付点の計画高に相違があるので留意する。 

また、設計速度に応じて、2.5％以下の緩勾配の挿入距離が定められているので注意する。 

(3)幾何構造 

（例）   交差点における車線数、右折車線・左折車線の必要性の検討を行い、交差点の幾何構造を決定する。 

また、通行車両規模に応じて、停止線位置および隅切半径を決定する。 

(4)公安協議 

（例）   (1)～(3)に基づき設計した交差点について資料（図面・検討書等）を整理し、公安協議を行う。その結果を設計

に反映させ、安全性の高い交差点を計画する。 

 

3.4 土工計画 

（例） 

 

盛土 

2,835.3 m3 

 

                                            

 

 

 

 

 

図-○.○ 土工計画図 

区域内 

掘削運搬土 

7,135.6 m3 

横断流用盛土       1,826.7 m3    L = 10 m 

縦断流用盛土(ブル) 1,008.6 m3     L = 24 m 

捨土 

2,473.6 m3 

 

表土(建設発生土受入れ地へ) 

     2,473.6 m3    L = 1.5 km 

区域外路体盛土 

1,826.7 m3 

累加残土(DEC17付近の谷間へ) 

    1,826.7 m3    L = 0.16 km 
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3.5 基礎地盤工 

3.5.1 基礎地盤工施工区間の 

決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 液状化対策工 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 軟弱地盤対策工 

 

 

a)設計区間の全長にわたって土質調査資料に基づいて、基礎

地盤工の要否及び工法について検討した結果を簡潔に記述

し、決定した対策工法を区間別に一覧表等で明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)工法選定の比較検討結果、工法の内容を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)3.5.2 に準じて記述する。 

 

3.5 基礎地盤工 

3.5.1 基礎地盤工施工区間の決定 

（例）1) 土質調査 

計画する路線上において、盛土区間が連続する箇所では、地形状況等を判断し、土質調査を実施した。 

調査箇所は、盛土区間において地形・地質の変化点毎に1ヶ所づつ実施した。但し、場所が違っても地形的に同様

の層構成と判断できる○○区間には、調査結果を流用するものとする。 

2) 施工区間の決定 

土質調査結果から、道路を構築するに当って必要な安定性を確保するために対策工が必要な下記区間を設定する。 

この場合、下表に示す項目において区分し、対策工の検討を行った。 

            表-○.○ 対策必要区間 

 支 持 力 液 状 化 軟弱地盤対策 

(圧密、安定) 

砂 質 土 層 ○ ○ ○ 

粘 性 土 層 ○ － ○ 

 

3.5.2 液状化対策工 

（例）1)液状化の判定 

道路橋示方書（耐震設計編）に準拠し、土質調査結果に基づいて液状化の判定を行い、下記の結果を得た。 

2)対策工の検討 

対策工法として 

1.礫質土による地盤改良工法 

2.基礎杭工法 

を検討し、経済性に優れた基礎杭工法を採用する。 

 

3.5.3 軟弱地盤対策工 

（例）1)対策工の検討 

土質調査結果および将来構築にわたる道路の構造・規模を考慮し、対策工とその効果について検討した。 

2)対策工の選定 

対策工は、道路の構築状況（片切片盛土部、傾斜地盤上の盛土等）を考慮し、地盤性状、施工条件および周辺に

及ぼす影響などの諸条件を考慮し、経済的にも優れた下記工法とする。 

(1)砂置換工法 

直接道路構造に影響を及ぼす路床下○○m 間は砂に置換え、路盤沈下を防止する。 

(2)グラウト工法 

効果は砂置換に比べ優れるが、経済的に劣る。 

以上により、砂置換工法を採用する。 
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第 ４ 章  路床及び舗装の設計 

 

 

 

 

 

4.1 舗装工種の選定 

 

 

 

4.2  計画交通量 

 

 

 

4.3  路床の設計 

4.3.1  設計 CBR 

 

＜第 ４ 章 共通事項＞ 

(1) 第 ２ 章の共通事項に準じる 

 

 

 

 

a)舗装工種の検討を行なった場合は、検討経過とその結果を

記述する。 

b)設計条件等で舗装工種が指定されている場合は、その旨と

内容を明記する。 

a)大型車計画交通量の見直しを行なった場合は、その検討経

過と結果を記述する。 

b)設計条件等で大型計画交通量が指定されている場合は、そ

の旨と内容を明記する。 

 

a)設計 CBR値とその決定根拠を明示する。 

 

第 ４ 章  路床及び舗装の設計 

（例）     当該路線の舗装構成は、地質調査（CBR試験）結果及び積雪寒冷地域に属することから、冬季交通解放（除雪有

り道路）による路床土の凍上の抑制を考慮し、決定した。 

地質調査の結果、路床土の CBRは 0.2～0.5％と非常に低い値であることから、路床土の改良を行う必要がある。

この路床土の改良の工法は、一般的に広く用いられている置換工法と残土を改良して路床に用いる安定処理工法と

の比較検討を行い、断面を決定した。 

4.1 舗装工種の選定 

（例）    ・道路の縦断勾配が12％以下 

・○○農政局○○水利事業所基準より、舗装の種類は アスファルト舗装とした。 

 

4.2  計画交通量 

（例）   交通量区分    2交通 (大型車交通量 40台 以上 100 台未満/日 ) 

 

 

4.3  路床の設計 

4.3.1  設計 CBR 

（例）   本区間は、5点の CBR試験結果から地点 CBRを計算し、これから設計 CBRを求める。 

 

各調査位置の地点 CBRは下記の通りである。 

調査位置 地点CBR 

No.1 146.0 

No.2 25.3 

No.3 4.6 

No.4 3.9 

No.5 7.4 

 

(1)地点CBR 

対象となる CBR試験結果は、いずれも 1層の試験結果であるから、地点 CBRは以下の通りとなる。 

地点 CBR 

NO.1 146.0 

NO.2 25.3 

NO.3 3.9 

NO.4 4.6 

NO.5 7.4 
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  (2)棄却検定 

地点CBRには、大きなばらつきがあるので設計基準『農道』P○○～○○に基づいて棄却検定を実施する。 

1)大なる値の検定 

地点CBR:3.9、4.6、7.4、25.3、146.0 

(n=5) 

 

 

※0.642=γ(5、0.05) 

 

∴No.1:CBR=146.0は棄却する。 

 

次に No.2:CBR=25.3について検定すると、 

 

 

※0.765=γ(4、0.05) 

したがって、No.2も棄却する。 

2)小なる値の検定 

 

 

∴No.4:CBR=3.9は棄却しない。 

1)、2)より、区間 CBRの算出に使用する地点 CBRは、No.3、No.4、No.5の 3点とする。 

 

(3) 設計 CBR 

区間CBRから、その1区間（L=○○m）全線を設計CBR=3として舗装計画を立案すると、極めて不経済な計画とな

る。NO.1、NO.2地点は、○○区間全線の区間CBRの算定からは棄却したが、施工状況や地形上から判断して、○

○区間を以下に示す2区間に分けて舗装計画を行うことが妥当であると判断した。 

  

             表-○.○ 区間延長 

 測点 延長(m) 状況 

○○-1 NO.○○+○.○○～

NO.○○+○.○○ 

○○ 盛土区間および岩盤開削

区間 

○○-2 NO.○○+○.○○～

NO.○○+○.○○ 

○○ 土砂開削区間 

 

したがって、○○-1区間については設計CBR=20、○○-2区間については、設計CBR=3とする。ただし、設計

CBR=20については2交通の場合、TAの目標値が設計CBR=8の場合と同様である11cmなので、第○○章で決定した設

計CBR=8の舗装構成とする。 

・区間CBR=地点CBRの平均値－標準偏差 

・設計 CBR=区間 CBRより表-○.○区間の CBRと設計 CBRの関係に基づいて決定 
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表-○.○ 区間のCBRと設計CBRの関係 

 

区間のCBR 設計CBR 

(2以上3未満) (2) 

3以上4未満 3 

4以上6未満 4 

6以上8未満 6 

8以上12未満 8 

12以上20未満 12 

20以上 20 

 

注)( )は、修繕工事などで既存の路床の設計CBRが2であるものの、路床を改良することが困難な場合に適用する。 

                                           (設計基準『農道』P○○) 
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4.3.2 路床改良工法 

 

a)路床改良を行なう場合は、土質調査資料と関連づけて改良

の必要性・工法の比較検討・採用した工法内容等を簡明に

記述する。 

 

4.3.2 路床改良工法 

（例）       地質調査の結果、路床土の CBRは 0.2～0.5％と非常に低い値であることから、路床土の改良を行う必要があ

る。この路床土の改良の工法は、一般的に広く用いられている置換工法と残土を改良して路床に用いる安定処理

工法との比較を行い、断面を決定する。 

置換工法と安定処理工法の場合の最安価断面により経済比較を行った結果、置換工法とする。 

 

置換・安定処理工法経済比較算定資料（設計 CBR.3） 
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4.3.3  凍上防止対策 

 

a)凍上防止対策の要否、対策が必要な場合はそれに関する比

較検討結果と対策の内容を記述する。 

 

4.3.3  凍上防止対策 

（例）       寒冷地における道路や、それに付帯する構造物は、この基礎となる路床・路盤の凍結融解作用により支持力の

低下を起こしたり、延長方向又は横断方向に不陸を生じてひび割れを起こしたりする恐れがあるので、凍上の検

討を行う。 

凍結深さは、次の式によって計算される。(排水工指針 P○○○) 

                  Z：凍結深さ(cm) 

F：凍結指数(℃・day) 

C：定数 

一般には 1/10年確率によるが、○○町の凍結指数データがないので近接地である○○のものを準用 

する。 

 

各 地 点 の 置 換 え 深 さ 

県 名 路線名 地 名 
標 高 

(ｍ) 

凍結指数 

(゜C･日) 

凍結期間 

(日) 

凍結深さ 

(cm) 

置換え深さ(cm) 

(凍結深さ×0.7) 

○○県 

7  17 60 55 30 21 

8 
 － 60 55 30 21 

 70 50 42 25 17.5 

17 

 127 150 60 55 38.5 

 180 160 60 55 38.5 

 377 220 105 65 45.5 

 939 530 110 110 77 

18 

 335 160 63 55 38.5 

 910 460 106 100 70 

 659 300 － 80 56 

49 
 6 60 49 30 21 

 60 150 60 55 38.5 

113  36 80 58 40 38 

○○設計要領『○○』P○○より 

 

上記より、本地区の置換え深さ h＝21㎝＜舗装厚 t＝39㎝となり、凍上抑制層を設ける必要はない。 

 

FcZ =
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4.4 アスファルト舗装の構造設

計 

4.4.1 舗装厚 

 

 

 

a)舗装厚とその決定根拠を明示する。 

 

4.4 アスファルト舗装の構造設計 

 

4.4.1 舗装厚 

（例）       TA（等値換算厚）及び H（舗装厚）の検討 

1)TAの計算   

1.表層（加熱アスファルト混合物）    a1 = 1.00，T1 = 5 ㎝ 

2.上層路盤（粒調砕石）         a2 = 0.35 

3.下層路盤（クラッシャーラン）        a3 = 0.25 

尚、上層路盤厚及び下層路盤厚は下記のように推定して TAが目標値以上の値となるようにする。 

CBR別上層路盤、下層路盤厚推定値 (単位：㎝) 

CBR(%) 3 4 6 8 

上層路盤厚(T2) 15 15 10 10 

下層路盤厚(T3) 19 15 14 10 

CBR m = 3% のとき    TA = 1.00×5 + 0.35×15 + 0.25×19 = 15.00㎝≧15㎝(目標値) 

CBR m = 4% のとき    TA = 1.00×5 + 0.35×15 + 0.25×15 = 14.00㎝≧14㎝(目標値) 

CBR m = 6% のとき    TA = 1.00×5 + 0.35×10 + 0.25×14 = 12.00㎝≧12㎝(目標値) 

CBR m = 8% のとき    TA = 1.00×5 + 0.35×10 + 0.25×10 = 11.00㎝≧11㎝(目標値) 

上記 TAは下表に示す 2交通の場合の目標とする TAの値を満足しているため、上層路盤厚及び下 

層路盤厚は上記推定値の通りとなる。 

以上より舗装厚Ｈは下記の通りとなる。 

2)舗装厚Ｈの計算     H=T1＋T2＋・・・・＋Tn 

CBR m = 3% のとき       H= 5 + 15 + 19 = 39 ㎝ 

CBR m = 4% のとき       H= 5 + 15 + 15 = 35㎝ 

CBR m = 6% のとき       H= 5 + 10 + 14 = 29 ㎝ 

CBR m = 8% のとき       H= 5 + 10 + 10 = 25 ㎝ 

 

TnanTaTaTA ×++×+×= ･･･2211
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工 種 農 道    

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

4.4.2 舗装の構成 

 

 

 

（コンクリート及び土砂系舗装 

の構造設計については、上記の 

様式に準じて項目を適宜に設定 

する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 路肩の舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 歩道・自転車道 

 

a)舗装構成の比較検討経過及び決定した構成の内容を記述す

る。 

b)各層の構成材料の設計仕様・設計強度・等値換算厚等を明

示する。 

c)路盤に凍結抑制層を設ける場合は、4.3.3 の記述と重複し

ないように簡明に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)路肩の幅・全体構造等を略図等で簡潔に説明する。 

b)舗装の構成は、車道部に準じて記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)舗装目的（区分）を明示して、車道に準じて記述する。 

 

4.4.2 舗装の構成 

（例）      舗装構成  表層     5cm   再生蜜粒アスコン 13F 

             上層    15cm   粒調砕石 φ40 

            下層   19cm      クラッシャーラン  φ40 

            路床   60cm    山砂 CBR≦20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        図-○.○ 舗装断面図 

 

4.5 路肩の舗装 

（例）  設計基準『農道』P○○より下図のとおり決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     図-○.○ 路肩の舗装構造 

 

4.6 歩道・自転車道 

（例）  歩道は加熱アスファルト混合物による舗装とする。 

舗装構成は、設計基準『農道』P○○より下図のとおり決定する。 

 

 

                            ○cm 

 

                          ○○cm 

 

図-○.○ 舗装構成 

 


