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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第1～9章　目次） （第1～9章　目次）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

目-1

第１章　総　則

第１節　適用範囲 ………………………………………………………………………

第２節　用語の定義

１．水道施設 ………………………………………………………………………

２．管きょ …………………………………………………………………………

３．管きょ以外 ……………………………………………………………………

第３節　関連法令と技術基準等 ………………………………………………………

第４節　国際単位 ………………………………………………………………………

第２章　事業計画と予算

第１節　いわき水みらいビジョン2031

１．経営計画 ………………………………………………………………………

第２節　予算

１．予算の作成 ……………………………………………………………………

２．予算の執行 ……………………………………………………………………

第３章　一般事項等

第１節　共通事項

１．施設名称 ………………………………………………………………………

２．工事番号 ………………………………………………………………………

３．工事等名称………………………………………………………………………

４．施工場所 ………………………………………………………………………

第２節　水道施設における耐震化の考え方

１．耐震設計の対象 ………………………………………………………………

２．水道施設の耐震設計の適用 …………………………………………………

３．耐震計算法の適用 ……………………………………………………………

第３節　業務委託

１．業務委託の範囲 ………………………………………………………………

２．測量業務 ………………………………………………………………………

３．地質調査業務 …………………………………………………………………

４．設計業務 ………………………………………………………………………

５

１２

１３

１４

１４

１７

１８

２０

２１

２２

２５

３４

２６

２６

２７

目　　次

目－１

１

２

３

４

１５

第１章　総　則

第１節　適用範囲 ………………………………………………………………………

第２節　用語の定義

１．水道施設 ………………………………………………………………………

２．管きょ …………………………………………………………………………

３．管きょ以外 ……………………………………………………………………

第３節　関連法令と技術基準等 ………………………………………………………

第４節　国際単位 ………………………………………………………………………

第２章　事業計画と予算

第１節　いわき水みらいビジョン2031

１．経営計画 ………………………………………………………………………

第２節　予算

１．予算の作成 ……………………………………………………………………

２．予算の執行 ……………………………………………………………………

第３章　一般事項等

第１節　共通事項

１．施設名称 ………………………………………………………………………

２．工事番号 ………………………………………………………………………

３．工事等名称………………………………………………………………………

４．施工場所 ………………………………………………………………………

第２節　水道施設における耐震化の考え方

１．耐震設計の対象 ………………………………………………………………

２．水道施設の耐震設計の適用 …………………………………………………

３．耐震計算法の適用 ……………………………………………………………

第３節　業務委託

１．業務委託の範囲 ………………………………………………………………

２．測量業務 ………………………………………………………………………

３．地質調査業務 …………………………………………………………………

４．設計業務 ………………………………………………………………………

目　　次

１

２

３

４

５

１２

１３

１４

１４

１５

１７

１８

２０

２１

２２

２５

２３

２３

２４

３１

目－１
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第4章　目次） （第4章　目次）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

目-2 第４章　管路施設の設計

第１節　設計の考え方

１．設計の基本 …………………………………………………………………

２．管路設計の手順 ………………………………………………………………

３．図面データ等の収集 …………………………………………………………

４．現場での調査等 ………………………………………………………………

５．用地確認 ………………………………………………………………………

６．用地の取得 ……………………………………………………………………

７．既設管確認 ……………………………………………………………………

８．地下埋設物調査 ………………………………………………………………

９．消火栓の対応 …………………………………………………………………

10．地元住民への対応 ……………………………………………………………

11．廃止する水道施設の対応 ……………………………………………………

12．関連工事の対応 ………………………………………………………………

13．残土等運搬 ……………………………………………………………………

第２節　各種手続き

１．道路占用 ………………………………………………………………………

２．道路の交通規制 ………………………………………………………………

３．道路の使用許可 ………………………………………………………………

４．河川占用 ………………………………………………………………………

５．水路の占用または使用 ………………………………………………………

６．公園の占用または使用 ………………………………………………………

７．鉄道 ……………………………………………………………………………

８．路線バスに係る手続き ………………………………………………………

第３節　設計図作成

１．設計図の記載 …………………………………………………………………

第４節　管路

１．管種 ……………………………………………………………………………

２．水圧 ……………………………………………………………………………

３．管径 ……………………………………………………………………………

４．埋設位置及び深さ ……………………………………………………………

５．伸縮継手 ………………………………………………………………………

６．管の基礎および埋戻 …………………………………………………………

６５

６７

６８

４３

４４

４４

５５

５６

５３

５４

４５

５０

６２

３９

３９

４１

３５

３６

３８

３８

目－２

５１

５２

５３

６３

５９

４１

４２

４３

第４章　管路施設の設計

第１節　設計の考え方

１．設計の基本 …………………………………………………………………

２．管路設計の手順 ………………………………………………………………

３．図面データ等の収集 …………………………………………………………

４．現場での調査等 ………………………………………………………………

５．用地確認 ………………………………………………………………………

６．用地の取得 ……………………………………………………………………

７．既設管確認 ……………………………………………………………………

８．地下埋設物調査 ………………………………………………………………

９．消火栓の対応 …………………………………………………………………

10．地元住民への対応 ……………………………………………………………

11．廃止する水道施設の対応 ……………………………………………………

12．関連工事の対応 ………………………………………………………………

13．残土等運搬 ……………………………………………………………………

第２節　各種手続き

１．道路占用 ………………………………………………………………………

２．道路の交通規制 ………………………………………………………………

３．道路の使用許可 ………………………………………………………………

４．河川占用 ………………………………………………………………………

５．水路の占用または使用 ………………………………………………………

６．公園の占用または使用 ………………………………………………………

７．鉄道 ……………………………………………………………………………

８．路線バスに係る手続き ………………………………………………………

第３節　設計図作成

１．設計図の記載 …………………………………………………………………

第４節　管路

１．管種 ……………………………………………………………………………

２．水圧 ……………………………………………………………………………

３．管径 ……………………………………………………………………………

４．埋設位置及び深さ ……………………………………………………………

５．伸縮継手 ………………………………………………………………………

６．管の基礎および埋戻 …………………………………………………………

３２

３３

３５

３５

３６

３６

３８

３８

３９

４０

４０

４１

４１

４２

４７

４８

４９

５０

５０

５１

５２

５３

５６

５９

６０

６２

６４

６５

目－２
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第５章　目次） （第５章　目次）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

目-3 ７．異形管防護 ……………………………………………………………………

８．管の明示 ………………………………………………………………………

９．管の外面腐食防止 ……………………………………………………………

10．溶剤等の浸透防止 ……………………………………………………………

11．水圧試験 ………………………………………………………………………

12．水管橋および橋梁添架 ………………………………………………………

13．伏越し …………………………………………………………………………

14．推進工法 ………………………………………………………………………

15．不断水工法 ……………………………………………………………………

16．既設管路の更生 ………………………………………………………………

第５節　管路の付属施設

１．遮断用バルブ …………………………………………………………………

２．制御用バルブ …………………………………………………………………

３．空気弁 …………………………………………………………………………

４．消火栓 …………………………………………………………………………

５．減圧弁 …………………………………………………………………………

６．流量計 …………………………………………………………………………

７．流量測定設備 …………………………………………………………………

８．排水設備 ………………………………………………………………………

９．緊急遮断弁 ……………………………………………………………………

第５章　土木・建築構造物の設計

第１節　設計の考え方

１．設計の基本 ……………………………………………………………………

２．適用および手続き ……………………………………………………………

第２節　施設構造の基本事項

１．設計条件等 ……………………………………………………………………

２．設計荷重および外力等 ………………………………………………………

３．地盤および基礎 ………………………………………………………………

４．コンクリート構造物 …………………………………………………………

５．鋼構造物 ………………………………………………………………………

第３節　取水施設 ………………………………………………………………………

第４節　貯水施設 ………………………………………………………………………

目－３

１０６

１０８

１０９

１１１

１１２

１１４

１１５

１１６

１０３

８６

８８

９２

９３

９４

９５

１０５

１０６

７１

７６

７７

８１

８１

８４

７５

９７

１０１

６９

７０

７．異形管防護 ……………………………………………………………………

８．管の明示 ………………………………………………………………………

９．管の外面腐食防止 ……………………………………………………………

10．溶剤等の浸透防止 ……………………………………………………………

11．水圧試験 ………………………………………………………………………

12．水管橋および橋梁添架 ………………………………………………………

13．伏越し …………………………………………………………………………

14．推進工法 ………………………………………………………………………

15．不断水工法 ……………………………………………………………………

16．既設管路の更生 ………………………………………………………………

第５節　管路の付属施設

１．遮断用バルブ …………………………………………………………………

２．制御用バルブ …………………………………………………………………

３．空気弁 …………………………………………………………………………

４．消火栓 …………………………………………………………………………

５．減圧弁 …………………………………………………………………………

６．流量計 …………………………………………………………………………

７．流量測定設備 …………………………………………………………………

８．排水設備 ………………………………………………………………………

９．緊急遮断弁 ……………………………………………………………………

第５章　土木・建築構造物の設計

第１節　設計の考え方

１．設計の基本 ……………………………………………………………………

２．適用および手続き ……………………………………………………………

第２節　施設構造の基本事項

１．設計条件等 ……………………………………………………………………

２．設計荷重および外力等 ………………………………………………………

３．地盤および基礎 ………………………………………………………………

４．コンクリート構造物 …………………………………………………………

５．鋼構造物 ………………………………………………………………………

第３節　取水施設 ………………………………………………………………………

第４節　貯水施設 ………………………………………………………………………

６６

６７

６８

７２

７３

７４

７８

７８

８１

８３

８５

８９

９０

９１

９２

９４

９８

１００

１０２

１０３

１０３

１０５

１０６

１０８

１０９

１１１

１１２

１１３
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第5章　目次） （第5章　目次）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

目-4

第５節　導水施設 ………………………………………………………………………

第６節　浄水施設 ………………………………………………………………………

第７節　送水施設 ………………………………………………………………………

第８節　配水施設

第１款．配水池

１．配水池の役割 …………………………………………………………………

２．位置の決定 ……………………………………………………………………

３．水位の設定 ……………………………………………………………………

４．本体構造 ………………………………………………………………………

５．形状 ……………………………………………………………………………

６．容量の設定 ……………………………………………………………………

７．水位表示等の設定等 …………………………………………………………

８．設計荷重等 ……………………………………………………………………

９．地盤と基礎 ……………………………………………………………………

10．用地面積の設定 ………………………………………………………………

11．配管の原則 ……………………………………………………………………

12．流入管、流出管およびバイパス管 …………………………………………

13．越流および排水設備 …………………………………………………………

14．換気装置および人孔 …………………………………………………………

15．水位計等 ………………………………………………………………………

16．内面防水（コンクリート製配水池） ………………………………………

17．外面塗装（コンクリート製配水池） ………………………………………

18．階段・落下防止柵等 …………………………………………………………

19．避雷設備 ………………………………………………………………………

20．電気計装設備等 ………………………………………………………………

21．追加塩素消毒設備 ……………………………………………………………

22．非常用給水設備 ………………………………………………………………

23．取付道路 ………………………………………………………………………

24．雨水等の排水施設 ……………………………………………………………

25．場内および取付道路等の舗装構成 …………………………………………

26．進入防止柵 ……………………………………………………………………

27．敷地内の照明 …………………………………………………………………

28．その他 …………………………………………………………………………

目－４

１３９

１４０

１４０

１３３

１３４

１３５

１３６

１３７

１３７

１３７

１３８

１３８

１２６

１２６

１２６

１２７

１２８

１３１

１３１

１３２

１３２

１１８

１１９

１２０

１２０

１２１

１２１

１２４

１２４

１２５

１１７
第５節　導水施設 ………………………………………………………………………

第６節　浄水施設 ………………………………………………………………………

第７節　送水施設 ………………………………………………………………………

第８節　配水施設

第１款．配水池

１．配水池の役割 …………………………………………………………………

２．位置の決定 ……………………………………………………………………

３．水位の設定 ……………………………………………………………………

４．本体構造 ………………………………………………………………………

５．形状 ……………………………………………………………………………

６．容量の設定 ……………………………………………………………………

７．水位表示等の設定等 …………………………………………………………

８．設計荷重等 ……………………………………………………………………

９．地盤と基礎 ……………………………………………………………………

10．用地面積の設定 ………………………………………………………………

11．配管の原則 ……………………………………………………………………

12．流入管、流出管およびバイパス管 …………………………………………

13．越流および排水設備 …………………………………………………………

14．換気装置および人孔 …………………………………………………………

15．水位計等 ………………………………………………………………………

16．内面防水（コンクリート製配水池） ………………………………………

17．外面塗装（コンクリート製配水池） ………………………………………

18．階段・落下防止柵等 …………………………………………………………

19．避雷設備 ………………………………………………………………………

20．電気計装設備等 ………………………………………………………………

21．追加塩素消毒設備 ……………………………………………………………

22．非常用給水設備 ………………………………………………………………

23．取付道路 ………………………………………………………………………

24．雨水等の排水施設 ……………………………………………………………

25．場内および取付道路等の舗装構成 …………………………………………

26．進入防止柵 ……………………………………………………………………

27．敷地内の照明 …………………………………………………………………

28．その他 …………………………………………………………………………

１１４

１１５

１１６

１１７

１１７

１１８

１１８

１２１

１２１

１２２

１２３

１２３
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１２５

１２８

１２８

１２９

１２９

１３０

１３１

１３２

１３３

１３４

１３４

１３４

１３５

１３５

１３６

１３７

１３７
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第6章　目次） （第6章　目次）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

目-5 第２款．震災対策用貯水施設

１．震災対策用貯水施設の役割 …………………………………………………

２．構造 ……………………………………………………………………………

３．設置場所 ………………………………………………………………………

４．貯水容量 ………………………………………………………………………

５．基礎 ……………………………………………………………………………

６．貯水槽回り配管 ………………………………………………………………

７．貯水槽付属設備 ………………………………………………………………

８．非常用給水設備 ………………………………………………………………

第９節　ポンプ場

１．ポンプ場の役割 ………………………………………………………………

２．位置の決定 ……………………………………………………………………

３．設置する地盤の高さの決定 …………………………………………………

４．各設備等 ………………………………………………………………………

５．建屋構造 ………………………………………………………………………

６．機械室 …………………………………………………………………………

７．電気室 …………………………………………………………………………

８．設計荷重等 ……………………………………………………………………

９．地盤と基礎 ……………………………………………………………………

10．用地面積の設定 ………………………………………………………………

11．付帯施設および設備 …………………………………………………………

第６章　機械、電気、計装設備の設計

第１節　機械設備

第１款．ポンプ設備

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．ポンプ設備計画 ………………………………………………………………

３．ポンプ井 ………………………………………………………………………

４．ポンプ容量と台数 ……………………………………………………………

５．ポンプ形式 ……………………………………………………………………

６．ポンプ諸元 ……………………………………………………………………

７．ポンプ形式と運転点 …………………………………………………………

８．キャビテーション ……………………………………………………………

１５８

１６０

１６１

１５５

１５６

１４９

１５１

１５３

１５３

１５３

１５３

１５７

１４５

１４６

１４７

１４７

１４８

１４８

１４８

１５４

１５４

１４１

１４１

１４３

１４３

１４４

１４４

目－５

第２款．震災対策用貯水施設

１．震災対策用貯水施設の役割 …………………………………………………

２．構造 ……………………………………………………………………………

３．設置場所 ………………………………………………………………………

４．貯水容量 ………………………………………………………………………

５．基礎 ……………………………………………………………………………

６．貯水槽回り配管 ………………………………………………………………

７．貯水槽付属設備 ………………………………………………………………

８．非常用給水設備 ………………………………………………………………

第９節　ポンプ場

１．ポンプ場の役割 ………………………………………………………………

２．位置の決定 ……………………………………………………………………

３．設置する地盤の高さの決定 …………………………………………………

４．各設備等 ………………………………………………………………………

５．建屋構造 ………………………………………………………………………

６．機械室 …………………………………………………………………………

７．電気室 …………………………………………………………………………

８．設計荷重等 ……………………………………………………………………

９．地盤と基礎 ……………………………………………………………………

10．用地面積の設定 ………………………………………………………………

11．付帯施設および設備 …………………………………………………………

第６章　機械、電気、計装設備の設計

第１節　機械設備

第１款．ポンプ設備

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．ポンプ設備計画 ………………………………………………………………

３．ポンプ井 ………………………………………………………………………

４．ポンプ容量と台数 ……………………………………………………………

５．ポンプ形式 ……………………………………………………………………

６．ポンプ諸元 ……………………………………………………………………

７．ポンプ形式と運転点 …………………………………………………………

８．キャビテーション ……………………………………………………………

１３８

１３８

１４０

１４０

１４１

１４１

１４２

１４３

１４４

１４４

１４５

１４５

１４５

１４６

１４８

１５０

１５０

１５０

１５０

１５１

１５１

１５２

１５３

１５４

１５５

１５７

１５８

目－５
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第6章　目次） （第6章　目次）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

目-6 ９．水撃作用（ウォーターハンマ） ……………………………………………

10．ポンプ据付および付属設備 …………………………………………………

11．ポンプの制御 …………………………………………………………………

12．ポンプ制御の付属機器および保護装置 ……………………………………

第２款．電動機

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．電動機の選択 …………………………………………………………………

３．始動方式 ………………………………………………………………………

４．回転速度制御 …………………………………………………………………

５．保護装置 ………………………………………………………………………

第３款．その他の機械設備

１．追加塩素消毒設備 ……………………………………………………………

第２節　電力設備

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．設計における基本事項 ………………………………………………………

３．受電、変電、配電計画 ………………………………………………………

４．受変電設備 ……………………………………………………………………

５．配電設備 ………………………………………………………………………

６．動力設備 ………………………………………………………………………

７．保護および保安設備……………………………………………………………

８．力率改善設備 …………………………………………………………………

９．無停電電源装置 ………………………………………………………………

第３節　計装設備

第１款．監視制御システム

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．監視制御システムの計画 ……………………………………………………

３．監視制御設備 …………………………………………………………………

４．情報処理設備 …………………………………………………………………

５．伝送設備 ………………………………………………………………………

第２款．計装用機器

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．計装設備（計測用機器で構成された設備）の設置計画 …………………

３．計装設備（計測用機器で構成された設備）の安全対策 …………………

１８４

１８７

１９３

１９４

１９７

１９９

２０１

目－６

１７４

１７６

１７９

１７９

１８０

１８０

１８３

１８３

１８４

１６７

１６７

１６９

１７０

１７０

１７２

１７３

１６０

１６１

１６３

１６５

９．水撃作用（ウォーターハンマ） ……………………………………………

10．ポンプ据付および付属設備 …………………………………………………

11．ポンプの制御 …………………………………………………………………

12．ポンプ制御の付属機器および保護装置 ……………………………………

第２款．電動機

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．電動機の選択 …………………………………………………………………

３．始動方式 ………………………………………………………………………

４．回転速度制御 …………………………………………………………………

５．保護装置 ………………………………………………………………………

第３款．その他の機械設備

１．追加塩素消毒設備 ……………………………………………………………

第２節　電力設備

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．設計における基本事項 ………………………………………………………

３．受電、変電、配電計画 ………………………………………………………

４．受変電設備 ……………………………………………………………………

５．配電設備 ………………………………………………………………………

６．動力設備 ………………………………………………………………………

７．保護および保安設備……………………………………………………………

８．力率改善設備 …………………………………………………………………

９．無停電電源装置 ………………………………………………………………

第３節　計装設備

第１款．監視制御システム

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．監視制御システムの計画 ……………………………………………………

３．監視制御設備 …………………………………………………………………

４．情報処理設備 …………………………………………………………………

５．伝送設備 ………………………………………………………………………

第２款．計装用機器

１．一般事項 ………………………………………………………………………

２．計装設備（計測用機器で構成された設備）の設置計画 …………………

３．計装設備（計測用機器で構成された設備）の安全対策 …………………

目－６

１６３

１６４

１６６

１６８

１７０

１７０

１８７

１８３

１８６

１８６

１８７

１９０

１７２

１７３

１７３

１７５

１７６

１７７

１７９

１９６

１９７

２００

２０２

２０４

１８２

１８２

１８３
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第7章　目次） （第7章　目次）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

目-7
４．計測・機器・装置等 …………………………………………………………

５．指示・記録用機器等 …………………………………………………………

第７章　給水装置

第１節　給水装置 ………………………………………………………………………

第８章　その他

第１節　水道用語解説

１．主な水道関係用語 ……………………………………………………………

２．主な略語一覧 …………………………………………………………………

第２節　管記号集

１．適用範囲 ………………………………………………………………………

２．管種略称 ………………………………………………………………………

３．管路記号 ………………………………………………………………………

第９章　設計基準関連資料集

資料－１　（第１章、第１節　適用範囲）

１．水質基準項目と基準値 ………………………………………………………

２．水質管理目標設定項目と目標値 ……………………………………………

３．市が独自に設定している項目 …………………………………………

資料－２　（第２章、第２節、１．予算の作成）

１．水道事業修繕費支弁基準 ……………………………………………………

資料－３　（第４章、第１節、10．地元住民への対応）

１．断水状況連絡票兼防災メール配信確認書 …………………………………

２．断水のお知らせ例文 …………………………………

資料－４　（第４章、第４節、４．埋設位置及び深さ）

１．道路占用における水道管の埋設深さにかかる通知 ………………………

資料－５　（第４章、第４節、９．管の外面腐食防止）

１．腐食分布地図（ＪＤＰＡ） …………………………………………………

２．ポリスリーブ判定法（ＪＤＰＡ） …………………………………………

資料－６　会計検査での指摘事項集 …………………………………………………

２２８

２２９

２３３

２３４

２３５

２４０

２４１

２４２

目－７

２０５

２０７

２０８

２２２

２２４

２２４

２２４

２２５

２２６

２０１ ４．計測・機器・装置等 …………………………………………………………

５．指示・記録用機器等 …………………………………………………………

第７章　給水装置

第１節　給水装置 ………………………………………………………………………

第８章　その他

第１節　水道用語解説

１．主な水道関係用語 ……………………………………………………………

２．主な略語一覧 …………………………………………………………………

第２節　管記号集

１．適用範囲 ………………………………………………………………………

２．管種略称 ………………………………………………………………………

３．管路記号 ………………………………………………………………………

第９章　設計基準関連資料集

資料－１　（第１章、第１節　適用範囲）

１．水質基準項目と基準値 ………………………………………………………

２．水質管理目標設定項目と目標値 ……………………………………………

３．市が独自に設定している項目 …………………………………………

資料－２　（第２章、第２節、１．予算の作成）

１．水道事業修繕費支弁基準 ……………………………………………………

資料－３　（第４章、第１節、10．地元住民への対応）

１．断水状況連絡票兼防災メール配信確認書 …………………………………

２．断水のお知らせ例文 …………………………………

資料－４　（第４章、第４節、４．埋設位置及び深さ）

１．道路占用における水道管の埋設深さにかかる通知 ………………………

資料－５　（第４章、第４節、９．管の外面腐食防止）

１．腐食分布地図（ＪＤＰＡ） …………………………………………………

２．ポリスリーブ判定法（ＪＤＰＡ） …………………………………………

資料－６　会計検査での指摘事項集 …………………………………………………

目－７

２２７

２２８

２２９

２３１

２３７

２３２

２４５

２３６

２３８

２４３

２４４

２１０

２２７

２２７

２０４

２０８

２１１

２２５
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第１章　第１節　適用範囲） （第１章　第１節　適用範囲）

（第１章　第３節　関係法令と技術基準等） （第１章　第３節　関係法令と技術基準等）

旧　（　現　行　）

P.1

第1章第1節

第1章第3節

P.5

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

第１節　適用範囲

１　この水道施設設計基準（以下、「設計基準」という）は、いわき市水道局が発注す

　る工事及び設計業務等委託等に適用する。

２　開発行為等において、施工後いわき市水道局に帰属（予定含む）する水道工事につ

　いても、本設計基準に基づき指導監督を行う。

第１節　適用範囲

１　この水道施設設計基準（以下、「設計基準」という）は、いわき市水道局が発注す

　る工事及び設計業務等委託等に適用する。

２　開発行為等において、施工後いわき市水道局に帰属（予定含む）する水道工事につ

　いても、本設計基準に基づき指導監督を行う。

 事業、一般的水質、施設構  事業の認可、水質基準、施設基準、供給

 造、供給  義務、水道の布設・管理

 流水占用、土地占用、工作物の新築、土

 施設構造、施工方法、利水  地の掘削、水利調整、ダム、河川保全区

 計画  域における行為制限、河川予定地におけ

 る行為制限

 港湾区域内の工事許可、臨港地区内にお

 ける行為の届出

 建築物の高さ制限、航空障害灯の設置、

 中間障害標識の設置

 開発行為、保安林（指定・解除・行為制

 限）

 宅地造成に関する工事（切土、盛土、

 擁壁、雨水排水等）

 地すべり等

 防止法

 砂防法  砂防指定地内における行為制限

 施設構造、施工方法、施設

 計画

 道路交通法  道路使用の許可

 施設構造、施工方法、管理

 運用

 農地法  用地確保、施設構造  農地又は採草放牧地の権利移動の制限

 建築物の敷地面積、構造、設備及び用途

 に関する最低の基準(構造強度、日影等)

 施設構造、設備設計、土地  都市計画制限（土地利用等）、都市計画

 用途、施設計画  道路

 施設計画、施設構造、土地  大都市における大深度地下の使用

 用途

 建築物又は工作物の形態又は色彩その他

 景観法  の意匠の制限、建築物又は工作物の高さ

 の最高限度又は最低限度等

 公有水面

 埋立法

 用地確保、施設構造、施工

 方法
 埋立免許

大深度地下の公
共的に使用する
特別措置法

表-１.３.１ 水道施設の設計に関連する法令等に関する一覧

法令等 規制項目 規制内容

 水道法

 河川法

 港湾法  施設構造、施工方法

 航空法  施設構造、施工方法

 施工方法

 都市公園法  都市公園の占用、兼用工作物の管理

 森林法  施設構造、施工方法

 宅地造成等
 規制法

 施設構造、施工方法

 施設構造、施工方法  地すべり防止区域内における行為制限

 施設構造、施工方法

 道路法  道路占用、道路構造、道路計画

 施設構造、設備設計、土地
 用途、施設計画

 都市計画法

 施設構造、設備設計 建築基準法

 事業、一般的水質、施設構  事業の認可、水質基準、施設基準、供給

 造、供給  義務、水道の布設・管理

 流水占用、土地占用、工作物の新築、土

 施設構造、施工方法、利水  地の掘削、水利調整、ダム、河川保全区

 計画  域における行為制限、河川予定地におけ

 る行為制限

 港湾区域内の工事許可、臨港地区内にお

 ける行為の届出

 建築物の高さ制限、航空障害灯の設置、

 中間障害標識の設置

 開発行為、保安林（指定・解除・行為制

 限）

 宅地造成に関する工事（切土、盛土、

 擁壁、雨水排水等）

 地すべり等

 防止法

 砂防法  砂防指定地内における行為制限

 施設構造、施工方法、施設

 計画

 道路交通法  道路使用の許可

 施設構造、施工方法、管理

 運用

 農地法  用地確保、施設構造  農地又は採草放牧地の権利移動の制限

 建築物の敷地面積、構造、設備及び用途

 に関する最低の基準(構造強度、日影等)

 施設構造、設備設計、土地  都市計画制限（土地利用等）、都市計画

 用途、施設計画  道路

 建築物又は工作物の形態又は色彩その他

 景観法  の意匠の制限、建築物又は工作物の高さ

 の最高限度又は最低限度等

 施工方法

 都市公園の占用、兼用工作物の管理

 建築基準法  施設構造、設備設計

 都市計画法

 施設構造、設備設計、土地
 用途、施設計画

 都市公園法

表-１.３.１ 水道施設の設計に関連する法令等に関する一覧

 施設構造、施工方法  地すべり防止区域内における行為制限

 施設構造、施工方法

 道路法  道路占用、道路構造、道路計画

法令等 規制項目 規制内容

 港湾法  施設構造、施工方法

 宅地造成等
 規制法

 施設構造、施工方法

 河川法

 水道法

 航空法  施設構造、施工方法

 森林法  施設構造、施工方法
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第１章　第３節　関係法令と技術基準等） （第１章　第３節　関係法令と技術基準等）

（第２章　第１節　いわき水みらいビジョン2031） （第２章　第１節　いわき水みらいビジョン2031）
P.13

第2章第1節

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.8

第1章第3節

現行版
頁番号

 厚生労働省 水質基準に関する省令

水道施設の技術的基準を定める省令

簡易水道等国庫補助事業に係る施設基準

水道施設整備における費用縮減に向けての具体的な実施手引き

 経済産業省 工業用水道施設の技術的基準を定める省令

工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針

発行 名　　称

表-１.３.２ 主な設計基準等に関する一覧

 環境省 水質基準に関する省令

 国土交通省 水道施設の技術的基準を定める省令

簡易水道等国庫補助事業に係る施設基準

水道施設整備における費用縮減に向けての具体的な実施手引き

 経済産業省 工業用水道施設の技術的基準を定める省令

工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針

表-１.３.２ 主な設計基準等に関する一覧

所管 名　　称

１．経営計画

1　「いわき水みらいビジョン２０３１」は、本市水道事業の目指すべき将来像への歩

　を着実に進め、水道事業を次世代に健全な姿で引き継いでいくため、従前の経営プラン

　の基本理念である「未来に引き継ぐいわきの水道～安全でおいしい水を必要なだけ～」

　を継承し、国の新水道ビジョンに示す水道の理想像を実現するために掲げた「安全」、

　「強靭」、「持続」の３つの観点のもと、令和４年度から令和13年度まで

　の10年間の具体的な取組等を示す計画である。

〔解説〕

１について：いわき水みらいビジョン２０３１（以下、水道ビジョン）は、いわき市の

「いわき市まちづくりの基本方針」や「いわき創生総合戦略」、及び国の「新水道ビジョ

ン」、福島県の「福島県水道ビジョン2020」と整合を図りながら、総務

省が策定を求めている「経営戦略」を兼ねる計画として位置付けるものである。

　水道ビジョンでは、計画の基本理念、観点、方向性と基本方針を次のように定め

ている。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第３章　第１節　２．工事番号） （第３章　第１節　２．工事番号）

（第３章　第２節　水道施設における耐震化の考え方） （第３章　第２節　水道施設における耐震化の考え方）

P.21

第3章第2節
-1

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.15

第3章第1節
-2

⑴　上記のうち、Ｂの課所別略号及びＣの科目別番号は、次のとおりとする。

総務課  簡水　施設整備事業費

経営戦略課  簡水　老朽管更新事業費

営業課  簡水　施設更新事業費

配水課  簡水　固定資産購入費

工務課

南部  上水　施設整備事業費

工事事務所  上水　老朽管更新事業費

浄水課  上水　施設更新事業費

北部浄水場  上水　災害復旧事業費

管理室  上水　固定資産購入費

南部浄水場  上水　災害対策事業費

管理室

水質管理  工水　施設整備事業費

センター  工水　老朽管更新事業費

 工水　施設更新事業費

 工水　固定資産購入費

 工水　災害対策事業費

 工水　災害復旧事業費

 工水　基幹浄水場連絡管整備事業費

０７

０２

０３

０４

０５

０６

科　　目　　名課所別略号

０２

科目別番号課　所　名

経

配

１２

０３

北浄

 上水　基幹浄水場連絡管整備事業費

浄

１３

１１

総 ０１

０４

水

１６

０１
南浄

２０

営

工

１４

１５

南工

⑴　上記のうち、Ｂの課所別略号及びＣの科目別番号は、次のとおりとする。

総務課  簡水　施設整備事業費

経営戦略課  簡水　老朽管更新事業費

営業課  簡水　施設更新事業費

配水課  簡水　固定資産購入費

工務課

南部  上水　施設整備事業費

工事事務所  上水　老朽管更新事業費

浄水課  上水　施設更新事業費

北部浄水場  上水　固定資産購入費

管理室  上水　災害対策事業費

南部浄水場  上水　災害復旧事業費

管理室

水質管理  工水　施設整備事業費

センター  工水　老朽管更新事業費

 工水　施設更新事業費

 工水　固定資産購入費

 工水　災害対策事業費

 工水　災害復旧事業費

課所別略号 課　所　名 科目別番号 科　　目　　名

総 ０２

経 ０３

営 ０４

配 ０５

工 １１  上水　基幹浄水場連絡管整備事業費

南工
１２

１３

浄 １４

北浄
１５

１６

南浄
１７

０１  工水　基幹浄水場連絡管整備事業費

水
０２

０３

０４

０５

０６

０７
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第３章　第２節　２．水道施設の耐震設計の適用） （第３章　第２節　２．水道施設の耐震設計の適用）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.22

第3章第2節
-2
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第３章　第２節　２．水道施設の耐震設計の適用） （第３章　第２節　２．水道施設の耐震設計の適用）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.23

第3章第2節
-2

⑷　水道施設の耐震設計に関する地震動レベル、耐震性能および施設重要度の関係は、

　つぎのとおりとする。

 ランクＡ１の水道施設

 ランクＡ２の水道施設

 ランクＢの水道施設

△：ランクＢの水道施設のうち、構造的な損傷が一部あるが、断面修復等によって機能

　　回復が図れる施設に適用

 ランクＡ１の水道施設

 ランクＡ２の水道施設

 ランクＢの水道施設

※：ここでは保持すべき耐震性能は規定しないが、厚労省令では、「断水やその他の給

　　水への影響ができるだけ少なくなるとともに、速やかな復旧ができるよう配慮され

　　ていること」と規定している。

２について：「レベル２地震動」を採用する理由については、次のとおりである。

ア　本市は東日本大震災において施設が被災し、長期の全域断水が発生しており、今

　後も海洋型巨大地震に対応する必要があるため。

イ　本市には、双葉、井戸沢、さらには今回の東日本大震災の余震で活動した湯ノ岳

　の各活断層が存在し、それらを起因とする直下型地震に対応する必要があるため。

３について：各水道施設毎の重要度ランクの設定は次のとおりとする。

 取水施設

 貯水施設

 導水施設

 導水路

 導水トンネル

 導水ポンプ設備

表-３.２.３ 施設重要度別の保持すべき耐震性能（レベル１地震動）

重要度の区分 耐震性能１ 耐震性能２ 耐震性能３

○ － －

○ － －

－ ○ △

表-３.２.４ 施設重要度別の保持すべき耐震性能（レベル２地震動）

重要度の区分 耐震性能１ 耐震性能２ 耐震性能３

－ ○ －

－ － ○

－ － ※

対象施設 重要度ランク 判断理由

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１
 水道システムの上流に位置し重要な水道施設
 ２次災害の防止

―

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

⑷　水道施設の耐震設計に関する地震動レベル、耐震性能および施設重要度の関係は、

　つぎのとおりとする。

 ランクＡ１の水道施設

 ランクＡ２の水道施設

 ランクＢの水道施設

△：ランクＢの水道施設のうち、構造的な損傷が一部あるが、断面修復等によって機能

　　回復が図れる施設に適用

 ランクＡ１の水道施設

 ランクＡ２の水道施設

 ランクＢの水道施設

※：ここでは保持すべき耐震性能は規定しないが、厚労省令では、「断水やその他の給

　　水への影響ができるだけ少なくなるとともに、速やかな復旧ができるよう配慮され

　　ていること」と規定している。

２について：「レベル２地震動」を採用する理由については、次のとおりである。

ア　本市は東日本大震災において施設が被災し、長期の全域断水が発生しており、今

　後も海洋型巨大地震に対応する必要があるため。

イ　本市には、双葉、井戸沢、さらには今回の東日本大震災の余震で活動した湯ノ岳

　の各活断層が存在し、それらを起因とする直下型地震に対応する必要があるため。

３について：各水道施設毎の重要度ランクの設定は次のとおりとする。

 取水施設

 貯水施設

 導水施設

 導水路

 導水トンネル

 導水ポンプ設備

表-３.２.３ 施設重要度別の保持すべき耐震性能（レベル１地震動）

表-３.２.４ 施設重要度別の保持すべき耐震性能（レベル２地震動）

対象施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施
設
 ２次災害の防止

重要度ランク

Ａ１

―

－

耐震性能２ 耐震性能３

○

－

－

○

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

判断理由

Ａ１

－ ※

－ ○

－

耐震性能１ 耐震性能２ 耐震性能３

○ －

－

－

△

耐震性能１

重要度の区分

重要度の区分

○

Ａ１

Ａ１

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

－

－

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第３章　第２節　２．水道施設の耐震設計の適用） （第３章　第２節　２．水道施設の耐震設計の適用）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.24

第3章第3節
-2

 浄水施設

 着水井

 凝集剤注入設備

 凝集剤貯蔵設備

 混合池

 分水池

 凝集池

 沈澱地

 活性炭注入設備

 ろ過池

 消毒剤注入設備

 消毒剤貯蔵設備

 排水処理施設

 排水池

 濃縮槽

 天日乾燥設備

 機械脱水設備

 中央監視設備

 電気・計装設備

 遠隔測定設備

 水質試験設備

 送水設備

 送水ポンプ

 送水管

 配水施設

 配水池

 配水本管

 配水支管

 配水幹線

 配水支線

 幹線ポンプ設備

 上記以外の

 　　　ポンプ設備

建築物

 管理棟

 設備棟

 ポンプ場

―

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ｂ  水道システムとしての機能は維持

Ａ１  ２次災害の防止

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ｂ  水道システムとしての機能は維持

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

―

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ｂ  水道システムとしての機能は維持

Ａ１orＡ２  天日乾燥設備と併用できる場合はＡ２

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ｂ  水道システムとしての機能は維持

―

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

―

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１orＡ２  補完管路ががある場合にはＡ２

Ｂ  水道システムとしての機能は維持

Ａ１  水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ｂ  水道システムとしての機能は維持

―

Ａ１  人命に危機を及ぼしてはならない水道施設

Ａ１  設備を保持するための重要な水道施設

Ａ１  設備を保持するための重要な水道施設

 浄水施設

 着水井

 凝集剤注入設備

 凝集剤貯蔵設備

 混合池

 分水池

 凝集池

 沈澱地

 活性炭注入設備

 ろ過池

 消毒剤注入設備

 消毒剤貯蔵設備

 排水処理施設

 排水池

 濃縮槽

 天日乾燥設備

 機械脱水設備

 中央監視設備

 電気・計装設備

 遠隔測定設備

 水質試験設備

 送水設備

 送水ポンプ

 送水管

 配水施設

 配水池

 配水本管

 配水支管

 配水幹線

 配水支線

 幹線ポンプ設備

 上記以外の

 　　　ポンプ設備

建築物

 管理棟

 設備棟

 ポンプ場

Ａ１

Ｂ

Ａ１

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 補完管路ががある場合にはＡ２Ａ１orＡ２

 設備を保持するための重要な水道施設

―

Ａ１

Ａ１

Ａ１

Ａ１

 設備を保持するための重要な水道施設

 水道システムとしての機能は維持

Ａ１

Ｂ  水道システムとしての機能は維持

 人命に危機を及ぼしてはならない水道施設

―

 水道システムとしての機能は維持

Ａ１

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ｂ

Ａ１orＡ２

 ２次災害の防止

Ａ１

Ａ１

Ａ１

Ａ１

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムとしての機能は維持

 水道システムとしての機能は維持

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

―

Ａ１

Ｂ

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

―

Ａ１

Ｂ

Ｂ

Ａ１

Ａ１

 水道システムとしての機能は維持

Ａ１

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

Ａ１

Ａ１

Ａ１

 天日乾燥設備と併用できる場合はＡ２

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

 水道システムの上流に位置し重要な水道施設

―

Ａ１

Ａ１
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第３章　第２節　３．耐震計算法の適用） （第３章　第２節　３．耐震計算法の適用）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.25

第3章第3節
-3

３．耐震計算法の適用

１　水道施設の耐震性能の照査に用いる耐震計算法については、当面の間、次の解析方

　法を用いた設計を行うものとする。

ア　比較的単純な構造物では静的解析による設計

イ　固有周期が比較的長い構造物や形状が複雑な構造物、あるいは詳細な耐震性の検

　討が求められる重要度の高い構造物の場合などでは、可能な限り動的解析による設

　計

２　耐震性能の照査に用いる限界値は、「部材の限界状態」に基づくものとし、構造物

　係数を考慮した照査用応答値が、照査用限界値を超えないことを照査する。

　　照査にあたっては、次の式が満たされることを確認する。

γiＳd/Ｒd≦1.0

γi ： 構造物係数 （一般には、1.0～1.2）

Ｓd ： 照査用応答値

Ｒd ： 照査用限界値（実験等により求めることも可）

〔解説〕

１について：設計に用いる耐震計算法について、次の表に適用例を記載する。

表-３.２.５ 設計に用いる耐震計算法の適用例

構　造　物
耐震計算法

レベル１地震動 レベル２地震動

導
・
送
・
配
水
管
路

動的解析法 動的解析法

開　渠 横断方向 あるいは あるいは

暗　渠 静的解析法（応答変位法等） 静的解析法（応答変位法等）

縦断方向 〃 〃

導・送・配 横断方向 〃 〃

水トンネル 縦断方向 〃 〃

水路橋
水管橋

動的解析法 動的解析法

あるいは あるいは

静的解析法（震度法等） 静的解析法（震度法等）

横断方向 － －

埋設管路
動的解析法 動的解析法

縦断方向 あるいは あるいは

静的解析法（応答変位法等） 静的解析法（応答変位法等）

シールド、立抗等 〃 〃

浄水場本館
建築基準法による 建築基準法による

上屋等建築物

水
槽
類

動的解析法 動的解析法

池状構造物 あるいは静的解析法 あるいは静的解析法

（震度法、応答変位法等） （震度法、応答変位法等）

地上水槽(PCﾀﾝｸ、
鋼製ﾀﾝｸ、高架水槽等)

動的解析法 動的解析法

あるいは あるいは

静的解析法（震度法等） 静的解析法（震度法等）

３．耐震計算法の適用

１　水道施設の耐震性能の照査に用いる耐震計算法については、当面の間、次の解析方

　法を用いた設計を行うものとする。

ア　比較的単純な構造物では静的解析による設計

イ　固有周期が比較的長い構造物や形状が複雑な構造物、あるいは詳細な耐震性の検

　討が求められる重要度の高い構造物の場合などでは、可能な限り動的解析による設

　計

２　耐震性能の照査に用いる限界値は、「部材の限界状態」に基づくものとし、構造物

　係数を考慮した照査用応答値が、照査用限界値を超えないことを照査する。

　　照査にあたっては、次の式が満たされることを確認する。

γiＳd/Ｒd≦1.0

γi ：構造物係数 （一般には、1.0～1.2）

Ｓd ：照査用応答値

Ｒd ：照査用限界値（実験等により求めることも可）

〔解説〕

１について：設計に用いる耐震計算法について、次の表に適用例を記載する。

導
・
送
・
配
水
管
路

〃

－ －

水路橋
水管橋

静的解析法（震度法等） 静的解析法（震度法等）

静的解析法（応答変位法等）静的解析法（応答変位法等）

あるいは
埋設管路

縦断方向

耐震計算法

シールド、立抗等

横断方向

水
槽
類

表-３.２.５ 設計に用いる耐震計算法の適用例

レベル１地震動 レベル２地震動

暗　渠

開　渠

〃

静的解析法（応答変位法等）

あるいは

〃

あるいはあるいは

動的解析法

〃

あるいは

静的解析法（応答変位法等）

導・送・配

横断方向

建築基準法による建築基準法による

地上水槽(PCﾀﾝｸ、
鋼製ﾀﾝｸ、高架水槽

等)

浄水場本館

上屋等建築物

あるいは静的解析法

（震度法、応答変位法等）

あるいは静的解析法

（震度法、応答変位法等）

池状構造物

動的解析法

あるいは あるいは

静的解析法（震度法等） 静的解析法（震度法等）

縦断方向水トンネル

動的解析法

動的解析法

〃 〃

動的解析法

動的解析法 動的解析法

あるいは

動的解析法

縦断方向

〃

〃

動的解析法

横断方向

構　造　物

動的解析法

15/43



水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第１節　１．設計の基本） （第４章　第１節　１．設計の基本）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.32

第4章第1節
-1

１．設計の基本

１　浄水、送水、配水施設の管路に使用する材料は、「水道施設の技術的基準を定める

　省令」に定められた浸出基準を満足するとともに、安全性、環境条件、施工条件に適

　したものとする。

２　管路の布設は、環境条件、施工条件を考慮し、工法を選定する。

３　管路の経年劣化による改良・更新を行なう場合には、耐震性などの機能を付加する。

〔解説〕

１について：管には、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼鋼管、硬質ポリ塩化ビニ

ル管、水道配水用ポリエチレン管等の管種があるが、「水道施設の技術的基準を定める

省令」に定められた浸出基準を満足するとともに、水圧（最大静水圧と衝撃圧）、外力

（土圧、路面荷重および地震力）に対する安全性が確保できる管種・継手とする。また、

選定にあたっては、環境条件、施工条件および経済性（ライフサイクルコスト等）を考

慮する。なお、外力のうち地震力については、耐震工法指針に基づき設計を行なう。

　また、取水、貯水、導水施設に使用する管路にも準用する。

２について：管路の布設方法の選定にあたっては、環境条件、施工条件に応じた適切な

ものを選択しなければならない。

ア　環境条件としては、埋設場所の地盤条件が設計の要件に大きな影響を与えること

　になる。条件によっては、特殊な継手や施工方法の採用あるいは異形管の防護、管

　の外面防食工の実施等について検討しなければならない。

イ　施工条件としては、周辺地下埋設物の状況、交通事情等があり、一般的には開削

　工法を選択するが、市街地等においては地下埋設物が輻輳するなどの物理的な制約

　や、交通渋滞の防止、騒音・振動等の公害防止等の条件により、推進工法やシール

　ド工法、既設管内布設工法等の非開削工法の採用について検討する。

　　また、次期または次年度の継続事業や将来の改良、更新および拡張事業等に配慮

　した設計を行わなければならない。

３について：管路の経年劣化による改良・更新を行なう場合には、将来にわたる管路の

安全性の確保と、耐震性などの機能を付加する。

　また、管路の改良、更新に際しては、目的やライフサイクルコスト等を考慮した将来

計画に適合させるとともに、現場の環境条件、施工条件等に適応した最適な工法を選択

しなければならない。

　なお、局の水道施設に使用する管材等については、原則として本設計基準・付則１

「いわき市水道局管路施設資材使用基準」による。

１．設計の基本

１　浄水、送水、配水施設の管路に使用する材料は、「水道施設の技術的基準を定める

　省令」に定められた浸出基準を満足するとともに、安全性、環境条件、施工条件に適

　したものとする。

２　管路の布設は、環境条件、施工条件を考慮し、工法を選定する。

３　管路の経年劣化による改良・更新を行なう場合には、耐震性などの機能を付加する。

〔解説〕

１について：管には、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼鋼管、硬質ポリ塩化ビニ

ル管、水道配水用ポリエチレン管等の管種があるが、「水道施設の技術的基準を定める

省令」に定められた浸出基準を満足するとともに、水圧（最大静水圧と衝撃圧）、外力

（土圧、路面荷重および地震力）に対する安全性が確保できる管種・継手とする。また、

選定にあたっては、環境条件、施工条件および経済性（ライフサイクルコスト等）を考

慮する。なお、外力のうち地震力については、耐震工法指針に基づき設計を行なう。

　また、取水、貯水、導水施設に使用する管路にも準用する。

２について：管路の布設方法の選定にあたっては、環境条件、施工条件に応じた適切な

ものを選択しなければならない。

ア　環境条件としては、埋設場所の地盤条件が設計の要件に大きな影響を与えること

　になる。条件によっては、特殊な継手や施工方法の採用あるいは異形管の防護、管

　の外面防食工の実施等について検討しなければならない。

イ　施工条件としては、周辺地下埋設物の状況、交通事情等があり、一般的には開削

　工法を選択するが、市街地等においては地下埋設物が輻輳するなどの物理的な制約

　や、交通渋滞の防止、騒音・振動等の公害防止等の条件により、推進工法やシール

　ド工法、既設管内布設工法等の非開削工法の採用について検討する。

　　また、次期または次年度の継続事業や将来の改良、更新および拡張事業等に配慮

　した設計を行わなければならない。

３について：管路の経年劣化による改良・更新を行なう場合には、将来にわたる管路の

安全性の確保と、耐震性などの機能を付加する。

　また、管路の改良、更新に際しては、目的やライフサイクルコスト等を考慮した将来

計画に適合させるとともに、現場の環境条件、施工条件等に適応した最適な工法を選択

しなければならない。

　なお、局の水道施設に使用する管材等については、原則として本設計基準・付則１

「いわき市水道局管路施設資材使用基準」による。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第１節　２．管路設計の手順） （第４章　第１節　２．管路設計の手順）
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.33

第4章第1節
-2

現行版
頁番号

２．管路設計の手順

１　管路の実施設計は、布設等の目的を把握し、最新の技術基準等に基づき設計する。

２　設計にあたっては、現地踏査、資料収集、埋設物調査等を必ず行い、安全で確実な

　工法を採用する。また、河川・道路等の管理者、場合によっては交通管理者（警察等

　）と協議および調整を行い、工事の実施に支障が出ないよう設計する。

〔解説〕

１について：設計担当者は、設計にあたり整備計画全体の中での設計路線の位置付けや

関連する事業計画を把握する。また、計画管路での必要流量・水圧を確保するため、水

理計算等に基づき口径を決定する。なお、口径決定に際しては、配水計画担当課と協議

を行なわなければならない。

２について：事業計画に基づき設計を進める標準的な手順は、次のとおりとする。

①　現地踏査

②　工事調整

③　図面資料収集・測量・調査

④　埋設物調査

⑤　地上構造物調査

⑥　用地等の確認

⑦　設計図書作成

⑴　上記、各項目の基本的事項については、次のとおりとする。

ア　現地踏査

　対象路線は、設計に先立ち十分な現地踏査を行い、管路工事に際しての支障物

の有無や周辺環境を把握する。

イ　工事調整等

　他の工事については、移設工事の照会や道路管理者、交通管理者、道路占用者で

構成される道路占用工事連絡協議会等で情報を収集し、同時施工の有無や近接工事

などを調整し、合理的かつ円滑な施工に努める。

ウ　図面資料収集・測量・調査

　計画に必要な平面図を作成するため、道路や下水道等の台帳図（Ｓ＝１／５００） 　計画に必要な平面図を作成するため、道路や下水道等の台帳図（Ｓ＝１／５００）

等の資料を各管理者から収集する。平面図作成後に、必要に応じて路線測量、土質

調査、交通量調査、環境調査等を実施する。

エ　埋設物調査

　埋設物管理者の図面や現地踏査により、地下埋設物（水道、工業用水道、下水道、

水路等、電気、通信、ガス、共同溝、道路排水用横断暗渠等）の占用位置をはじめ、

形状、寸法、材質、土被り、埋設年次などを明らかにする。また、必要に応じて試

掘などを行い、埋設物の状況を確認する必要がある。

オ　地上構造物調査

　管路工事の床掘工に伴う影響が想定される場合には、地上構造物（建物、立ち木、

塀、電力・電話柱等）について、現地踏査等により事前に把握する。

カ　用地等の確認

　管路は、原則として道路等の公共用地に埋設する。やむを得ず私有地に埋設する

場合は、用地の買収または地上権の設定を行わなければならない。ただし、借地以

外の方法（計画ルートの変更等）が見つからない場合は、土地所有者と必ず借地

契約を取交わさなければならない。

２．管路設計の手順 ２．管路設計の手順

１　管路の実施設計は、布設等の目的を把握し、最新の技術基準等に基づき設計する。

２　設計にあたっては、現地踏査、資料収集、埋設物調査等を必ず行い、安全で確実な

　工法を採用する。また、河川・道路等の管理者、場合によっては交通管理者（警察等

　）と協議および調整を行い、工事の実施に支障が出ないよう設計する。

〔解説〕 〔解説〕

１について：設計担当者は、設計にあたり整備計画全体の中での設計路線の位置付けや

関連する事業計画を把握する。また、計画管路での必要流量・水圧を確保するため、水

理計算等に基づき口径を決定する。なお、口径決定に際しては、配水計画担当課と協議

を行なわなければならない。

２について：事業計画に基づき設計を進める標準的な手順は、次のとおりとする。

①　現地踏査

②　工事調整

③　図面資料収集・測量・調査

④　埋設物調査

⑤　地上構造物調査

⑥　用地等の確認

⑦　設計図書作成

⑴　上記、各項目の基本的事項については、次のとおりとする。

ア　現地踏査

　対象路線は、設計に先立ち十分な現地踏査を行い、管路工事に際しての支障物

の有無や周辺環境を把握する。

イ　工事調整等

　他の工事については、移設工事の照会や道路管理者、交通管理者、道路占用者で

構成される道路占用工事連絡協議会等で情報を収集し、同時施工の有無や近接工事

などを調整し、合理的かつ円滑な施工に努める。

ウ　図面資料収集・測量・調査

　計画に必要な平面図を作成するため、道路や下水道等の台帳図（Ｓ＝１／５００）

等の資料を各管理者から収集する。平面図作成後に、必要に応じて路線測量、土質

調査、交通量調査、環境調査等を実施する。

エ　埋設物調査

　埋設物管理者の図面や現地踏査により、地下埋設物（水道、工業用水道、下水道、

水路等、電気、通信、ガス、共同溝、道路排水用横断暗渠等）の占用位置をはじめ、

形状、寸法、材質、土被り、埋設年次などを明らかにする。また、必要に応じて試

掘などを行い、埋設物の状況を確認する必要がある。

オ　地上構造物調査

　管路工事の床掘工に伴う影響が想定される場合には、地上構造物（建物、立ち木、

塀、電力・電話柱等）について、現地踏査等により事前に把握する。

カ　用地等の確認

　管路は、原則として道路等の公共用地に埋設する。やむを得ず私有地に埋設する

場合は、用地の買収または地上権の設定を行わなければならない。ただし、借地以

外の方法（計画ルートの変更等）が見つからない場合は、土地所有者と必ず借地

契約を取交わさなければならない。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第１節　7．既設管確認） （第４章　第１節　7．既設管確認）
現行版
頁番号

第4章第1節
-7

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.38 ７．既設管確認

　試験掘等により確認する。

①　配水管図

②　工事竣工図

③　給水装置工事竣工図

〔解説〕

１について：それぞれの図面内容は下記のとおりである。

⑴　配水管図

　管種、口径、布設年度などが記載されており、各課所に配付されている。

⑵　工事竣工図

　工事竣工時に作成する布設位置・深さ・管割・弁栓類のオフセット等を記載した

図面で、工事担当課所及び配水管図担当課で管理している。

⑶　給水装置工事竣工図

　給水装置工事の竣工図であり、給水装置工事受付担当課及び維持管理担当課所で

管理している。

１ 既設水道管の位置は、次の図面等で確認するものとするが、不明の場合は現地踏査、

７．既設管確認

１ 既設水道管の位置は、次の図面等で確認するものとするが、不明の場合は現地踏査、

　試験掘等により確認する。

①　配水管図

②　工事竣工図

③　給水装置工事竣工図

〔解説〕

１について：それぞれの図面内容は下記のとおりである。

⑴　配水管図

　管種、口径、布設年度などが記載されており、各課所に配付されている。

⑵　工事竣工図

　工事竣工時に作成する布設位置・深さ・管割・弁栓類のオフセット等を記載した

図面で、工事担当課所及び配水管図担当課で管理している。

⑶　給水装置工事竣工図

　給水装置工事の竣工図であり、給水装置工事受付担当課及び維持管理担当課所で

管理している。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第1節　８．地下埋設物調査） （第４章　第1節　８．地下埋設物調査）

第4章第1節
-8

第4章第1節
-8

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.38

P.38

８．地下埋設物調査

１　地下埋設物については、それぞれの管理者に確認するものとするが、不明の場合は

　現地踏査、試験掘等により確認する。

２　確認のために試掘等を行なう場合には、それぞれの管理者に立会を受けなければな

　らない。

〔解説〕

１について：既埋設管の位置は最終的には試掘により確認することとなるため、設計段

階で試掘に必要な費用を計上し、特に大口径の管を布設する場合においては、事前にそ

の位置を調査しておくことが望ましい。

　また、それぞれの管理者については、次のとおりである。

⑴　下水道（汚水・雨水・合流）管

ア　市北部地区

生活環境部　生活排水対策室　北部下水道管理事務所

イ　市南部地区

生活環境部　生活排水対策室　南部下水道管理事務所

⑵　ガス管

ア　平、好間、郷ヶ丘、中央台、若葉台地区

東部ガス株式会社　福島支社・平事業所

イ　常磐、内郷、小名浜地区

常磐共同ガス株式会社

ウ　勿来地区

常磐都市ガス株式会社勿来事業所

エ　勿来、錦地区

常磐都市ガス株式会社勿来事業所

⑶　ＮＴＴ通信ケーブル管

ア　市内地下埋設物照会、掘削工事立会

ＮＴＴ東日本　埋設物調査・工事立会受付システム

⑷　東北電力ケーブル管

東北電力㈱　いわき営業所

⑸　工業用水道管

福島県企業局　いわき事業所

⑹　温泉管（湯本温泉）

総務部　常磐支所　経済土木課　温泉・財産区係

⑺　道路情報ケーブル管

国土交通省　磐城国道事務所　平維持出張所

⑻　信号機ケーブル管

ア　管轄区域内の警察署（第４章第２節の「3.道路の使用許可」を参照）

８．地下埋設物調査

１　地下埋設物については、それぞれの管理者に確認するものとするが、不明の場合は

　現地踏査、試験掘等により確認する。

２　確認のために試掘等を行なう場合には、それぞれの管理者に立会を受けなければな

　らない。

〔解説〕

１について：既埋設管の位置は最終的には試掘により確認することとなるため、設計段

階で試掘に必要な費用を計上し、特に大口径の管を布設する場合においては、事前にそ

の位置を調査しておくことが望ましい。

　また、それぞれの管理者については、次のとおりである。

⑴　下水道（汚水・雨水・合流）管

ア　市北部地区

生活環境部　生活排水対策室　北部下水道管理事務所

イ　市南部地区

生活環境部　生活排水対策室　南部下水道管理事務所

⑵　ガス管

ア　平、好間、郷ヶ丘、中央台、若葉台地区

東部ガス株式会社　福島支社・平事業所

イ　常磐、内郷、小名浜地区

常磐共同ガス株式会社

ウ　勿来、錦地区

常磐都市ガス株式会社勿来事業所

エ　勿来、錦地区

常磐都市ガス株式会社勿来事業所

⑶　ＮＴＴ通信ケーブル管

ア　市内地下埋設物照会、掘削工事立会

ＮＴＴ東日本　埋設物調査・工事立会受付システム

⑷　東北電力ケーブル管

東北電力㈱　いわき営業所

⑸　工業用水道管（好間工業用水道除く）

福島県企業局　いわき事業所

⑹　温泉管（湯本温泉）

総務部　常磐支所　経済土木課　温泉・財産区係

⑺　道路情報ケーブル管

国土交通省　磐城国道事務所　平維持出張所

⑻　信号機ケーブル管

ア　管轄区域内の警察署（第４章第２節の「3.道路の使用許可」を参照）
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第１節　１０．地元住民への対応） （第４章　第１節　１０．地元住民への対応）

（第４章　第１節　１１．廃止する水道施設の対応） （第４章　第１節　１１．廃止する水道施設の対応）P.40

第4章第1節
-11

P.41

第4章第1節
-11

第4章第1節
-10

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.40 10．地元住民への対応

１　工事の施工にあたっては、当該区域の住民に工事の概要等について、十分な周知を

　行ない、理解と協力を得る努力をしたうえで実施しなければならい。

２　工事施工に伴い発生する交通規制や断水・減圧については、関係住民へ充分なＰＲ

　を行い、理解と協力を得る努力をしたうえで実施しなければならい。

〔解説〕

１及び２について：次の内容に注意し、対応すること。

⑴　設計および工事において、付近住民の意向に充分配慮した施工方法を選択すること。

⑵　隣接および近隣住民へは、次のような事例に基づき対応すること。

例１：区長等の代表者に工事の説明を行い「工事のお知らせ」の回覧を依頼するなど

して周知を行うこと。

例２：受注者が作成し配布する文書の確認を行ったうえで、工事場所の隣接住民へ配

布させること。

例３：交通規制については、「工事のお知らせ」にその方法について箇所図により記

載するなどして周知徹底を図ること。

例４：断水の実施にあたっては、事前に「断水のお知らせ」（資料－３）を各家庭に

配布するとともに、断水前には広報車等で断水広報を実施すること。

10．地元住民への対応

１　工事の施工にあたっては、当該区域の住民に工事の概要等について、十分な周知を

　行ない、理解と協力を得る努力をしたうえで実施しなければならい。

２　工事施工に伴い発生する交通規制や断水・減圧については、関係住民へ充分なＰＲ

　を行い、理解と協力を得る努力をしたうえで実施しなければならい。

〔解説〕

１及び２について：次の内容に注意し、対応すること。

⑴　設計および工事において、付近住民の意向に充分配慮した施工方法を選択すること。

⑵　隣接および近隣住民へは、次のような事例に基づき対応すること。

例１：区長等の代表者に工事の説明を行い「工事のお知らせ」の回覧を依頼するなど

して周知を行うこと。

例２：受注者が作成し配布する文書の確認を行ったうえで、工事場所の隣接住民へ配

布させること。

例３：交通規制については、「工事のお知らせ」にその方法について箇所図により記

載するなどして周知徹底を図ること。

例４：断水の実施にあたっては、事前に「断水のお知らせ」（資料－３）を各家庭に

配布すると伴に、断水前には広報車等で断水広報を実施すること。

11．廃止する水道施設の対応

１　廃止する水道施設の対応については、各管理者等と協議しなければならない。

〔解説〕

１について：各管理者等との対応については、次のとおりとする。

⑴　局所有地の水道施設については、廃止後の施設の危険度、土地利用等を考慮したう

えで、施設の撤去について検討すること。

　なお、未利用の土地を有償または無償で払下げする場合には、行政財産から普通財

産への変更手続きが必要となり、その手続きについては、総務課と協議し進めること。

⑵　道路や河川等の水道施設（主に水道管路）を改良事業等により既設の施設を廃止す

る場合には、施設の残置（撤去せずに建設時の状態で残すこと）について、当該管

理者の指示に従わなければならない。

⑶　私有地の水道施設については、廃止後直ぐに撤去し、土地の賃貸借契約等の解除を

行わなければならない。

　なお、所有者の同意により残置する場合においても、同様に契約解除の手続きを行

うと伴に、その後の対応について覚書等により整理しておかなければならない。

11．廃止する水道施設の対応

１　廃止する水道施設の対応については、各管理者等と協議しなければならない。

〔解説〕

１について：各管理者等との対応については、次のとおりとする。

⑴　局所有地の水道施設については、廃止後の施設の危険度、土地利用等を考慮したう

えで、施設の撤去について検討すること。

　なお、未利用の土地を有償または無償で払下げする場合には、行政財産から普通財

産への変更手続きが必要となり、その手続きについては、総務課と協議し進めること。

⑵　道路や河川等の水道施設（主に水道管路）を改良事業等により既設の施設を廃止す

る場合には、施設の残置（撤去せずに建設時の状態で残すこと）について、当該管

理者の指示に従わなければならない。

⑶　私有地の水道施設については、廃止後直ぐに撤去し、土地の賃貸借契約等の解除を

行わなければならない。

　なお、所有者の同意により残置する場合においても、同様に契約解除の手続きを行

うとともに、その後の対応について覚書等により整理しておかなければならない。

20/43



水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第２節　１．道路占用） （第４章　第２節　１．道路占用）

第4章第2節
-1

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.42 第２節　各種手続き

１．道路占用

１　道路に構造物（管路、コンクリートボックス等）を設置する場合には、管轄する道

　路管理者に占用申請を行わなければならない。

２　道路占用工事については、各道路管理者及び各占用者等で構成される、道路占用工

　事連絡協議会に資料を提出し、調整等を図らなければならない。

３　占用申請で記載する路線名等については、管轄する管理者が作成している管内図や

　道路台帳及び認定網図等で確認するものとする。

４　占用工事においては、道路管理者と事前に協議を行わなければならない。

〔解説〕

１について：国県および市道については、道路法第３２条に基づく占用申請前に、同法第 １について：国及び県道については、道路法第３２条に基づく占用申請前に、同法第

３６条に基づく該当工事の計画書を提出しなければならない。なお、計画書の提出に

ついての各管理者の対応は次のとおりである。

⑴　国管轄の道路：計画性のある事業の占用工事

⑵　県管轄の道路：施工延長２０ｍを超える占用工事

⑶　市管轄の道路：事前協議により提出の有無について確認

２について：道路占用工事連絡協議会の目的は事前の調整により、「掘返し規制」に対

応するためであり、次の内容について各事業者と協議すること。なお、各道路管理者に

おいて、施工後の掘削規制も設定されている。

⑴　協議内容

ア　道路管理者が行う工事及び道路占用工事の調整や効率的な工事実施のための協議

イ　協議会の資料等を基に、他事業体等と連絡をとりながら、発注時期の調整や施工

方法等についての協議

⑵　掘削規制

ア　国道の場合、舗装完了後３年間は原則として掘削工事が認められない。

イ　県道の場合、舗装完了後５年間は原則として掘削工事が認められない。

ウ　市道の場合、舗装完了後５年間は原則として掘削工事が認められない。

３について：各管理者が管轄する道路は次のとおりである。

国道６号 ○ 国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所

国道４９号 平維持出張所　管理係

自由ヶ丘６２－２６

国道２８９号 ○ 福島県　いわき建設事務所　行政課

国道３９９号 　※　勿来土木事務所管轄区域を除く

主要地方道 平字梅本１５

一般県道 ○ 福島県　勿来土木事務所　行政課

　※　勿来、遠野、田人地区

東田町１丁目２６－１

表-３.４.１ 各道路管理者一覧

路線名 所管先（連絡先）

第２節　各種手続き

１．道路占用

１　道路に構造物（管路、コンクリートボックス等）を設置する場合には、管轄する道

　路管理者に占用申請を行わなければならない。

２　道路占用工事については、各道路管理者及び各占用者等で構成される、道路占用工

　事連絡協議会に資料を提出し、調整等を図らなければならない。

３　占用申請で記載する路線名等については、管轄する管理者が作成している管内図や

　道路台帳及び認定網図等で確認するものとする。

４　占用工事においては、道路管理者と事前に協議を行わなければならない。

〔解説〕

１について：国および県道については、道路法第３２条に基づく占用申請前に、同法第

３６条に基づく該当工事の計画書を提出しなければならない。なお、計画書の提出に

ついての各管理者の対応は次のとおりである。

⑴　国管轄の道路：計画性のある事業の占用工事

⑵　県管轄の道路：施工延長２０ｍを超える占用工事

⑶　市管轄の道路：事前協議により提出の有無について確認

２について：道路占用工事連絡協議会の目的は事前の調整により、「掘返し規制」に対

応するためであり、次の内容について各事業者と協議すること。なお、各道路管理者に

おいて、施工後の掘削規制も設定されている。

⑴　協議内容

ア　道路管理者が行う工事及び道路占用工事の調整や効率的な工事実施のための協議

イ　協議会の資料等を基に、他事業体等と連絡をとりながら、発注時期の調整や施工

方法等についての協議

⑵　掘削規制

ア　国道の場合、舗装完了後３年間は原則として掘削工事が認められない。

イ　県道の場合、舗装完了後５年間は原則として掘削工事が認められない。

ウ　市道の場合、舗装完了後５年間は原則として掘削工事が認められない。

３について：各管理者が管轄する道路は次のとおりである。

国道６号 ○ 国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所

国道４９号 平維持出張所　管理係

自由ヶ丘６２－２６

国道２８９号 ○ 福島県　いわき建設事務所　行政課

国道３９９号 　※　勿来土木事務所管轄区域を除く

主要地方道 平字梅本１５

一般県道 ○ 福島県　勿来土木事務所　行政課

　※　勿来、遠野、田人地区

東田町１丁目２６－１

路線名

表-３.４.１ 各道路管理者一覧

所管先（連絡先）
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第２節　１．道路占用） （第４章　第２節　１．道路占用）

第4章第2節
-1

P.43

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

臨港道路 ○ 福島県　小名浜港湾建設事務所　管理課

小名浜字横町３５

広域農道（未供用区間） ○ 福島県　いわき農林事務所　農村整備課

平字梅本１５

１級市道 ○ 土木部　道路管理課　管理係

２級市道

その他の市道 ○ 総務部　小名浜支所　経済土木課

市街化区域内公衆用道路

○ 総務部　勿来支所　経済土木課

○ 総務部　常磐支所　経済土木課

○ 総務部　四倉支所　経済土木課

農道 ○ 農林水産部　農地課　管理係

市街化区域外公衆用道路

○ 及び上記各支所

林道 ○ 農林水産部　林務課　林務係

○ 及び上記各支所

道路予定区域 ○ 各道路管理者

注　道路の拡幅予定地、都市計画道路の予定地等

　に布設する場合には、道路管理者が用地取得前

　であっても道路法第９１条に基づき、当該道路

　管理者と協議を要する。

私道 ○ 土地所有者

注　公的機関以外の公衆用道路は、原則として避

　ける。やむを得ず構造物を私道に設置する場合

　は、用地買収を原則とする。

４について：協議の内容については、次のとおりである。

⑴　設計内容（復旧方法等）については、各道路管理者が作成している次の手引き等に

　基づき行なうこととなる。

ア　国道………道路占用のしおり

イ　県道………道路管理事務の手引き、道路占用許可基準

ウ　市道………道路管理の手引き、道路復旧標準構造図

※　市道内の道路復旧については、別紙１～２のフローチャート「市

道内に縦断占用する場合の協議手順」を参考とし、経済的な道路復

旧とすること。

エ　上記以外については、事前協議の時点で確認し、復旧方法を併せて協議する。

⑵　県管理の道路で、同一路線で縦断占用延長が５００ｍを越える場合の舗装本復旧は、

　負担金納入となる場合があるので、上記と併せて協議が必要である。

臨港道路 ○ 福島県　小名浜港湾建設事務所　管理課

小名浜字横町３５

広域農道（未供用区間） ○ 福島県　いわき農林事務所　農村整備課

平字梅本１５

１級市道 ○ 土木部　道路管理課　管理係

２級市道

その他の市道 ○ 総務部　小名浜支所　経済土木課　経済土木係

市街化区域内公衆用道路

○ 総務部　勿来支所　経済土木課　経済土木係

○ 総務部　常磐支所　経済土木課　経済土木係

○ 総務部　四倉支所　経済土木課　経済土木係

農道 ○ 農林水産部　農林土木課　管理係

市街化区域外公衆用道路

林道 ○ 及び上記各支所

林道 ○ 農林水産部　林務課　林務係

○ 及び上記各支所

道路予定区域 ○ 各道路管理者

注　道路の拡幅予定地、都市計画道路の予定地等

　に布設する場合には、道路管理者が用地取得前

　であっても道路法第９１条に基づき、当該道路

　管理者と協議を要する。

私道 ○ 土地所有者

注　公的機関以外の公衆用道路は、原則として避

　ける。やむを得ず構造物を私道に設置する場合

　は、用地買収を原則とする。

４について：協議の内容については、次のとおりである。

⑴　設計内容（復旧方法等）については、各道路管理者が作成している次の手引き等に

　基づき行なうこととなる。

ア　国道………道路占用のしおり

イ　県道………道路管理事務の手引き、道路占用許可基準

ウ　市道………道路管理の手引き、道路復旧標準構造図

※　市道内の道路復旧については、別紙１～２のフローチャート「市

道内に縦断占用する場合の協議手順」を参考とし、経済的な道路復

旧とすること。

エ　上記以外については、事前協議の時点で確認し、復旧方法を併せて協議する。

⑵　県管理の道路で、同一路線で縦断占用延長が５００ｍを越える場合の舗装本復旧は、

　負担金納入となる場合があるので、上記と併せて協議が必要である。

臨港道路 ○ 福島県　小名浜港湾建設事務所　管理課

小名浜字横町３５

広域農道（未供用区間） ○ 福島県　いわき農林事務所　農村整備課

平字梅本１５

１級市道 ○ 土木部　維持保全課　保全計画係

２級市道

その他の市道 ○ 総務部　小名浜支所　経済土木課　経済土木係

市街化区域内公衆用道路

○ 総務部　勿来支所　経済土木課　経済土木係

○ 総務部　常磐支所　経済土木課　経済土木係

○ 総務部　四倉支所　経済土木課　経済土木係

農道 ○ 農林水産部　農林土木課　管理係

市街化区域外公衆用道路

林道 及び上記各支所

林道 ○ 農林水産部　林務課　林務係

○ 及び上記各支所

道路予定区域 ○ 各道路管理者

注　道路の拡幅予定地、都市計画道路の予定地等

　に布設する場合には、道路管理者が用地取得前

　であっても道路法第９１条に基づき、当該道路

　管理者と協議を要する。

私道 ○ 土地所有者

注　公的機関以外の公衆用道路は、原則として避

　ける。やむを得ず構造物を私道に設置する場合

　は、用地買収を原則とする。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第２節　４．河川占用） （第４章　第２節　４．河川占用）

第4章第2節
-4

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.49 ４．河川占用

１　河川に構造物（水管橋、添架管、排水設備等）を設置する場合には、管轄する河川

　管理者に占用申請を行わなければならない。

２　占用申請で記載する河川名等については、管轄する管理者が作成している管内図等

　で確認するものとする。

３　占用工事においては、河川管理者と設計内容について事前に協議を行わなければな

　らない。

〔解説〕

１について：河川に構造物を設置する場合には、河川法第２４条及び河川法第２６条に

基づき、占用申請を行わなければならない。

⑴　申請先については、次の各河川管理者に協議・提出するものとする。

一級河川 ○ いわき市管内には、一級に指定されている河川は

ない

二級河川 ○ 福島県　いわき建設事務所　行政課

　※　勿来土木事務所管轄区域を除く

平字梅本１５

○ 福島県　勿来土木事務所　行政課

　※　勿来、遠野、田人地区

東田町１丁目２６－１

準用河川 ○ 土木部　河川課　計画係

普通河川

○ 各支所　経済土木課　土木係

連絡先は、道路占用に準じる

⑵　用語

ア　河川法２４条　⇒　土地の占用の許可

イ　河川法２６条　⇒　工作物の新築等の許可

ウ　一級河川　　　⇒　河川法により国土保全上または国民経済上重要であるとの理

由から、国土交通大臣が指定・直接管理している水系に係わ

る河川

エ　二級河川　　　⇒　河川法により一級以外の水系の河川で、都道府県知事が指定

・直接管理している水系に係わる河川

オ　準用河川　　　⇒　一級河川、二級河川以外の河川で、市町村長が指定・直接管

理し、二級河川に関する河川法の規定が準用される河川

カ　普通河川　　　⇒　一級河川、二級河川および準用河川以外の河川で、市町村長

が必要と考え条例を策定し管理している法定外公共物で、河

川法の適用・準用を受けていない河川

表-３.４.２ 各河川管理者一覧

路線名 所管先（連絡先）

４．河川占用

１　河川に構造物（水管橋、添架管、排水設備等）を設置する場合には、管轄する河川

　管理者に占用申請を行わなければならない。

２　占用申請で記載する河川名等については、管轄する管理者が作成している管内図等

　で確認するものとする。

３　占用工事においては、河川管理者と設計内容について事前に協議を行わなければな

　らない。

〔解説〕

１について：河川に構造物を設置する場合には、河川法第２４条及び河川法第２６条に

基づき、占用申請を行わなければならない。

⑴　申請先については、次の各河川管理者に協議・提出するものとする。

一級河川 ○ いわき市管内には、一級に指定されている河川は

ない

二級河川 ○ 福島県　いわき建設事務所　行政課

　※　勿来土木事務所管轄区域を除く

平字梅本１５

○ 福島県　勿来土木事務所　行政課

　※　勿来、遠野、田人地区

東田町１丁目２６－１

準用河川 ○ 土木部　維持保全課　保全計画係

普通河川

○ 各支所　経済土木課　経済土木係

連絡先は、道路占用に準じる

⑵　用語

ア　河川法２４条　⇒　土地の占用の許可

イ　河川法２６条　⇒　工作物の新築等の許可

ウ　一級河川　　　⇒　河川法により国土保全上または国民経済上重要であるとの理

由から、国土交通大臣が指定・直接管理している水系に係わ

る河川

エ　二級河川　　　⇒　河川法により一級以外の水系の河川で、都道府県知事が指定

・直接管理している水系に係わる河川

オ　準用河川　　　⇒　一級河川、二級河川以外の河川で、市町村長が指定・直接管

理し、二級河川に関する河川法の規定が準用される河川

カ　普通河川　　　⇒　一級河川、二級河川および準用河川以外の河川で、市町村長

が必要と考え条例を策定し管理している法定外公共物で、河

川法の適用・準用を受けていない河川

３について：２級河川に係る県との協議おいて、当該河川の整備状況により、協議窓口

が次のとおりとなる。

表-３.４.２ 各河川管理者一覧

路線名 所管先（連絡先）
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第２節　5．水路の占用または使用） （第４章　第２節　5．水路の占用または使用）

（第４章　第２節　６．公園の占用または使用） （第４章　第２節　６．公園の占用または使用）

第4章第2節
-5

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.50

P.50

第4章第2節
-6

５．水路の占用または使用

１　水路は、河川指定以外の水路等をいう。

２　水路に構造物（水管橋、添架管、排水設備等）を設置する場合には、管轄する施設

　管理者に公共財産使用許可申請等を行わなければならない。

〔解説〕

２について：使用許可については、次の各施設管理者に協議・申請するものとする。

土地改良区所有水路  磐城小川江筋

 愛谷堰

 千軒平溜池

 好間堰（解散：管理者不明）

 鮫川堰

 四時川沿岸

農業用用排水路  農林水産部　農地課

 公有地（水）  市街化区域内：

 　いわき市　土木部　河川課

 市街化区域外：

 　農林水産部　農地課

排水路  いわき市　土木部　河川課

都市下水路  いわき市　生活排水対策室　北部下水道管理事務所

 いわき市　生活排水対策室　南部下水道管理事務所

表-３.４.３ 各施設管理者一覧

６．公園の占用または使用

１　公園内の工事については、公園管理者であるいわき市都市建設部公園緑地課と協議

　しなければならない。

２　構造物の設置には、公共財産使用許可申請等を行わなければならない。

〔解説〕

１について：連絡先は、次のとおりである。

市都市建設部　公園緑地課

６．公園の占用または使用

１　公園内の工事については、公園管理者であるいわき市都市建設部公園緑地課と協議

　しなければならない。

２　構造物の設置には、公園占用（変更）許可申請等を行わなければならない。

〔解説〕

１について：連絡先は、次のとおりである。

市都市建設部　公園緑地課

５．水路の占用または使用

１　水路は、河川指定以外の水路等をいう。

２　水路に構造物（水管橋、添架管、排水設備等）を設置する場合には、管轄する施設

　管理者に行政財産使用許可申請等を行わなければならない。

〔解説〕

２について：使用許可については、次の各施設管理者に協議・申請するものとする。

土地改良区所有水路  磐城小川江筋

 愛谷堰

 千軒平溜池

 好間堰（解散：管理者不明）

 鮫川堰

 四時川沿岸

農業用用排水路  農林水産部　農林土木課　管理係

 公有地（水）  市街化区域内：

 　いわき市　土木部　維持保全課　保全計画係

 市街化区域外：

 　農林水産部　農林土木課　管理係

排水路  いわき市　土木部　維持保全課　保全計画係

都市下水路

表-３.４.３ 各施設管理者一覧

 いわき市 生活環境部 生活排水対策室 北部下水道管理事務所 維持係

 いわき市 生活環境部 生活排水対策室 南部下水道管理事務所 維持係
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第４節　１．管種） （第４章　第４節　１．管種）

（第４章　第４節　９．管の外面腐食防止） （第４章　第４節　９．管の外面腐食防止）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.72

第4章第4節
-9

第4章第4節
-1

P.58 １について：使用材料の基準については、「いわき市水道局管路施設資材使用基準」に

より、使用方法は「いわき市水道局管路施設資材使用基準」および「いわき市水道局水

道施設工事共通仕様書【土木工事編】」によるものとする。

　また、鋳鉄管の内面は、原則としてエポキシ樹脂粉体塗装によるものとするが、補助

管種においてエンジンカッター等の熱を発生する切断機以外、使用できない管について

はモルタルライニングを使用するものとする。

１について：使用材料の基準については、「いわき市水道局管路施設資材設計基準」に

より、使用方法は「いわき市水道局管路施設資材設計基準」および「いわき市水道局水

道施設工事共通仕様書【土木工事編】」によるものとする。

　また、鋳鉄管の内面は、原則としてエポキシ樹脂粉体塗装によるものとするが、補助

管種においてエンジンカッター等の熱を発生する切断機以外、使用できない管について

はモルタルライニングを使用するものとする。

ア　①への対応

　コンクリートの貫通部、配管支持金具および各種設備機器の基礎アンカ等が、コ

ンクリート中の鉄筋と接触（導通）しないように設計において考慮するか、あるい

はその部分を絶縁処理する。また、コンクリート構造物付近の埋設部で防食被覆部

に欠陥が生じるとマクロセル腐食が発生するので、埋め戻しにあたっては防食被覆

に損傷を与えないようにする。

　コンクリート貫通部の防食方法は、ダクタイル鋳鉄管においては、貫通部および

両外側３００ｍｍを防食テープが２重になるように、テープ幅１／２を重ね全周を

しっかりと巻きつけ、その上部にポリスリーブで被覆する。（局工事共通仕様書【

土木工事編】付則４　図番７－８を参照）ステンレス鋼鋼管においては、ポリウレ

タンまたはポリエチレン被覆管を用いるものとする。（局工事共通仕様書【土木工

事編】付則３を参照）　　

イ　②への対応

　管周辺に保護砂を使用することで電位差の発生を防止するとともに、外面防食、

ポリスリーブ被覆等の措置を行なうことで、マクロセル腐食の発生を抑える。

ウ　③への対応

　異種金属管（ステンレス管と鋳鉄製品）の接合は、必ずフランジ継手とし絶縁処

理を施し、鋳鉄製品の電位差腐食を防止する。絶縁フランジは、焼付防止をした絶

縁ボルト、ナットを用いてセットし、フランジ外面は結露や錆等によって導通しな

いようにナイロンコーティング等で絶縁する。

※　局工事共通仕様書付則３防食基準参照

ア　①への対応

　コンクリートの貫通部、配管支持金具および各種設備機器の基礎アンカ等が、コ

ンクリート中の鉄筋と接触（導通）しないように設計において考慮するか、あるい

はその部分を絶縁処理する。また、コンクリート構造物付近の埋設部で防食被覆部

に欠陥が生じるとマクロセル腐食が発生するので、埋め戻しにあたっては防食被覆

に損傷を与えないようにする。

　コンクリート貫通部の防食方法は、ダクタイル鋳鉄管においては、貫通部および

両外側３００ｍｍを防食テープが２重になるように、テープ幅１／２を重ね全周を

しっかりと巻きつけ、その上部にポリスリーブで被覆する。（局工事共通仕様書【

土木工事編】付則４　図番７－８を参照）ステンレス鋼鋼管においては、ポリウレ

タンまたはポリエチレン被覆管を用いるものとする。（局工事共通仕様書【土木工

事編】付則３を参照）　　

イ　②への対応

　管周辺に保護砂を使用することで電位差の発生を防止するとともに、外面防食、

ポリスリーブ被覆等の措置を行なうことで、マクロセル腐食の発生を抑える。

ウ　③への対応

　異種金属管（ステンレス管と鋳鉄製品）の接合は、必ずフランジ継手とし絶縁処

理を施し、鋳鉄製品の電位差腐食を防止する。絶縁フランジは、焼付防止をした絶

縁ボルト、ナットを用いてセットし、フランジ外面は結露や錆等によって導通しな

いようにナイロンコーティング等で絶縁する。

※　局工事共通仕様書付則３防食基準参照
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第４節　15．不断水工法） （第４章　第４節　15．不断水工法）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

第4章第4節
-15

P.82 15．不断水工法

１　不断水工法には、不断水分岐工法と不断水バルブ設置工法があり、採用にあたって

　は効果と経済性を考慮する。

２　不断水工法は、十分な強度、耐久性、水密性を有する構造、材質のものを選定する。

３　不断水工法の採用にあたっては、試験掘り等により既設管の管種、外径、真円度、

　穿孔機の設置空間、使用水圧等を確認する。

４　不断水工法では、既設管に割Ｔ字管を取り付けたのち、所定の水圧試験を行って漏

　水のないことを確認してから、穿孔作業を行う。

５　軟弱地盤や大口径管における不断水工法では、十分な基礎等を設けるとともに、地

　盤の不同沈下などに対応できる伸縮可撓継手を使用する。

６　不断水工法で、既設管の浄水と資機材が直接接触する場合には、塩素消毒等を行う

　など、浄水が汚染されることがないようにしなければならない。

15．不断水工法

１　不断水工法には、不断水分岐工法と不断水バルブ設置工法があり、採用にあたって

　は効果と経済性を考慮する。

２　不断水工法は、十分な強度、耐久性、水密性を有する構造、材質のものを選定する。

３　不断水工法の採用にあたっては、試験掘り等により既設管の管種、外径、真円度、

　穿孔機の設置空間、使用水圧等を確認する。

４　不断水工法では、既設管に割Ｔ字管を取り付けたのち、所定の水圧試験を行って漏

　水のないことを確認してから、穿孔作業を行う。

５　軟弱地盤や大口径管における不断水工法では、十分な基礎等を設けるとともに、地

　盤の不同沈下などに対応できる伸縮可撓継手を使用する。

６　不断水工法で、既設管の浄水と資機材が直接接触する場合には、塩素消毒等を行う

　など、浄水が汚染されることがないようにしなければならない。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第５節　１．遮断用バルブ） （第４章　第５節　１．遮断用バルブ）

P.85

第4章第5節
-1

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

第５節　管路の付属施設

１．遮断用バルブ

１　遮断用バルブ（以下、「仕切弁等」という）の設置は、日常の維持管理や災害時に

　おける給水の早期回復を考慮して設置する。

２　仕切弁等には、原則として水道用ソフトシール仕切弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２０）また

　は水道用バタフライ弁（ＪＷＷＡ Ｂ １３８）を使用する。なお、仕切弁等の適用口

　径は、原則として次のとおりとする。

①　φ５０ｍｍからφ３００ｍｍまでは、水道用ソフトシール仕切弁（以下、「ソ

　フトシール弁」という）を使用する。構造は、埋設部は立型内ネジ式、ポンプ室

　等での露出部では立型外ネジ式とする。

②　φ３５０ｍｍ以上は、水道用バタフライ弁（以下、「バタフライ弁」という）

　を使用する。構造は、センターキャップ式開度計付とし、埋設部はロングスタン

　ド型とする。

３　排水設備に使用する仕切弁で、最大静水圧が0.75ＭPaを超える場合は、水道用ダク

　タイル鋳鉄仕切弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２２）を使用する。

４　仕切弁等の開閉方向は、右回り開き、左回り閉じとする。

５　φ４００ｍｍ以上の仕切弁等においては、必要に応じてバイパス仕切弁（以下、

　「副仕切弁」という）を設けるか、初期流量の調整機能（くし歯形の弁体等）を有す

　る弁を使用する。

６　仕切弁等の弁室は、基本的にソフトシール弁には弁筺、バタフライ弁には指定され

　たレジンコンクリート製ボックスを使用する。

〔解説〕

　遮断用バルブは、弁体の全開・全閉により管路内流水の通水および遮断を行うもので

ある。配水区域、配水ブロックの設定あるいはその変更、配水管の工事、事故等の非常

時において、遮断など操作の必要が生じた際に、確実に動作するものを用いなければな

らない。

１について：仕切弁等は、原則として次に基づき設置する。

ア　配水本管および大・中ブロック内の仕切弁等の設置位置

①　管路の始点

②　管路分岐箇所の本管下流側及び分岐管

③　通水方向が変更される場合は、本管上流部にも設置

④　水管橋、伏越部、鉄道、幹線道路横断等の両端

⑤　排水設備の上下流および管止まり

⑥　上記以外の箇所でも、５００ｍ以内毎に設置

⑦　接合形式や管種等を変更（ＮＳ形等から他の接合形式、ＤＩＰからＨＰＰＥ

　等）する場合

第５節　管路の付属施設

１．遮断用バルブ

１　遮断用バルブ（以下、「仕切弁等」という）の設置は、日常の維持管理や災害時に

　おける給水の早期回復を考慮して設置する。

２　仕切弁等には、原則として水道用ソフトシール仕切弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２０）また

　は水道用バタフライ弁（ＪＷＷＡ Ｂ １３８）を使用する。なお、仕切弁等の適用口

　径は、原則として次のとおりとする。

①　φ５０ｍｍからφ３００ｍｍまでは、水道用ソフトシール仕切弁（以下、「ソ

　フトシール弁」という）を使用する。構造は、埋設部は立型内ネジ式、ポンプ室

　等での露出部では立型外ネジ式とする。

②　φ３５０ｍｍ以上は、水道用バタフライ弁（以下、「バタフライ弁」という）

　を使用する。構造は、センターキャップ式開度計付とし、埋設部はロングスタン

　ド型とする。

３　排水設備に使用する仕切弁で、最大静水圧が0.75ＭPaを超える場合は、水道用ダク

　タイル鋳鉄仕切弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２２）を使用する。

４　仕切弁等の開閉方向は、右回り開き、左回り閉じとする。

５　φ４００ｍｍ以上の仕切弁等においては、必要に応じてバイパス仕切弁（以下、

　「副仕切弁」という）を設けるか、初期流量の調整機能（くし歯形の弁体等）を有す

　る弁を使用する。

６　仕切弁等の弁室は、基本的にソフトシール弁には弁筺、バタフライ弁には指定され

　たレジンコンクリート製ボックスを使用する。

〔解説〕

　遮断用バルブは、弁体の全開・全閉により管路内流水の通水および遮断を行うもので

ある。配水区域、配水ブロックの設定あるいはその変更、配水管の工事、事故等の非常

時において、遮断など操作の必要が生じた際に、確実に動作するものを用いなければな

らない。

１について：仕切弁等は、原則として次に基づき設置する。

ア　配水本管および大・中ブロック内の仕切弁等の設置位置

①　管路の始点

②　管路分岐箇所の本管下流側および分岐管

③　通水方向が変更される場合は、本管上流部にも設置

④　水管橋、伏越部、鉄道、幹線道路横断等の両端

⑤　排水設備の上下流および管止まり

⑥　上記以外の箇所でも、５００ｍ以内毎に設置

⑦　接合形式や管種等を変更（ＮＳ形等から他の接合形式、ＤＩＰからＨＰＰＥ

　等）する場合
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第５節　１．遮断用バルブ） （第４章　第５節　１．遮断用バルブ）

（第４章　第５節　3．空気弁） （第４章　第５節　3．空気弁）P.87

第4章第5節
-3

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.87

第4章第5節
-1

２について：維持管理に使用する仕切弁等は、回転運動を上下運動に変え、弁体を動か

すことで管路の断水や通水を行なう。同じ口径のソフトシール弁とバタフライ弁では、

ソフトシール弁の方が安価ではあるが、口径が大きくなると回転数も増えるため、維持

管理における操作作業に要する時間および作業員への負担を考慮し、本市においては口

径φ３５０ｍｍ以上についてはバタフライ弁を使用する。

　仕切弁等の内面塗装等の仕様は、エポキシ樹脂粉体塗装とし、弁体はゴムライニング

とする。バタフライ弁については、この他に内面をゴムライニング、弁体にステンレス

鋼鋳鋼品（ＳＣＳ１３）を使用できるものとする。

ア　ソフトシール弁は、弁上部のスピンドルを開栓器またはハンドルで回転させるこ

　とで、弁棒に接続された弁体を上下に移動させ、全開・全閉することで断水や通水

　を行うものである。構造は設置場所により、埋設部には内ネジ式、露出部には外ネ

　ジ式を使用する。なお、種類および回転数・寸法等は、（局工事共通仕様書　付則

　４　配管工事標準図集 　弁栓関係）を参照する。

イ　バタフライ弁は、ソフトシール弁と同じくスピンドルを回転させ操作するが、ス

　ピンドルと弁棒は可変ギアで接続され、さらに弁棒の回転がそのまま弁体を回転さ

　せることで全開・全閉を行う構造である。弁棒の取付け位置により立型と横型があ

　り、設置する場所により選択する。

　　本市では、埋設部に使用するバタフライ弁の構造は、原則としてセンターキャッ

　プ式ロングスタンド開度計付としている。ロングスタンドの高さを指定するため、

　設計図書には、設置箇所の土被りを表示しなければならない。

　また、遮断用バルブの継手には、フランジ継手および耐震継手がある。使用方法につ

いては次のとおりとする。

①　ＶＰ及びＰＥＰにおいてはフランジ継手とし、鋳鉄ＦＶ継手を使用し管と接続

　またはＴ字管のフランジと接続。

②　ＤＩＰ埋設管路の遮断用の本線仕切弁、バタフライ弁においては耐震継手（Ｎ

　Ｓ，ＧＸ形継手）を用い管と接続。

③　ＨＰＰＥ埋設管路で遮断用の本線仕切バルブにおいてはＥＦ挿口付ソフトシー

　ル弁を標準とするが、水場施工等で融着接合が困難な場合には、両メカ受口付ソ

　フトシール弁を使用することができる。

74030

300

250

300

25

500

200 25 540

75

100

150

17

240

365

45519 ＋3 350280

400

400

86

300

４種

8

面間寸法Ｌ(mm)

４種

250

280

8

２・３種

180 300

250

330

8

12

10 16 16

640

３種

４種

口径
全開～全閉

16Ｋ

8 12

813

12

450

12

4

12

8

8

4

380

表-４.５.１ フランジ形内ネジ式ソフトシール弁の種類および寸法等

使用圧力(ＭPa)
最大差圧(ＭPa)許容圧力(ＭPa)

最高 全閉時の
種類

0.75 1.3 0.75

呼び圧力

7.5Ｋ

10Ｋ

３種

２種

1.0 1.4 1.0

2.2 1.6

4 4

1.6

50

弁棒回転数(回)

13

(mm)

フランジボルト穴数高さＨ

２種許容差

２について：維持管理に使用する仕切弁等は、回転運動を上下運動に変え、弁体を動か

すことで管路の断水や通水を行なう。同じ口径のソフトシール弁とバタフライ弁では、

ソフトシール弁の方が安価ではあるが、口径が大きくなると回転数も増えるため、維持

管理における操作作業に要する時間および作業員への負担を考慮し、本市においては口

径φ３５０ｍｍ以上についてはバタフライ弁を使用する。

　仕切弁等の内面塗装等の仕様は、エポキシ樹脂粉体塗装とし、弁体はゴムライニング

とする。バタフライ弁については、この他に内面をゴムライニング、弁体にステンレス

鋼鋳鋼品（ＳＣＳ１３）を使用できるものとする。

ア　ソフトシール弁は、弁上部のスピンドルを開栓器またはハンドルで回転させるこ

　とで、弁棒に接続された弁体を上下に移動させ、全開・全閉することで断水や通水

　を行うものである。構造は設置場所により、埋設部には内ネジ式、露出部には外ネ

　ジ式を使用する。なお、種類および回転数・寸法等は、（局工事共通仕様書　付則

　４　配管工事標準図集 　弁栓関係）を参照する。

イ　バタフライ弁は、ソフトシール弁と同じくスピンドルを回転させ操作するが、ス

　ピンドルと弁棒は可変ギアで接続され、さらに弁棒の回転がそのまま弁体を回転さ

　せることで全開・全閉を行う構造である。弁棒の取付け位置により立型と横型があ

　り、設置する場所により選択する。

　　本市では、埋設部に使用するバタフライ弁の構造は、原則としてセンターキャッ

　プ式ロングスタンド開度計付としている。ロングスタンドの高さを指定するため、

　設計図書には、設置箇所の土被りを表示しなければならない。

　また、遮断用バルブの継手には、フランジ継手および耐震継手がある。使用方法につ

いては次のとおりとする。

①　ＶＰ及びＰＥＰにおいてはフランジ継手とし、鋳鉄ＦＶ継手を使用し管と接続

　またはＴ字管のフランジと接続。

②　ＤＩＰ埋設管路の遮断用の本線仕切弁、バタフライ弁においては耐震継手（Ｎ

　Ｓ，ＧＸ形継手）を用い管と接続。

③　ＨＰＰＥ埋設管路で遮断用の本線仕切バルブにおいてはＥＦ挿口付ソフトシー

　ル弁を標準とするが、水場施工等で融着接合が困難な場合には、両メカ受口付ソ

　フトシール弁を使用することができる。

300 30 400 500 740 10 16 16

250 25 380 450 640 8 12 12

200 25 300 400 540 8 12 12

150 19 ＋3 280 350 455 6 8 12

100 17 250 300 365 4 8 8

50 13 180 250 4 4 8

75

300

13 240 280 330 4 8 8

1.6 2.2 1.6

３種 10Ｋ 1.0

口径
弁棒回転数(回) 面間寸法Ｌ(mm) 高さＨ フランジボルト穴数

全開～全閉 許容差 ２・３種 ４種 (mm) ２種 ３種 ４種

表-４.５.１ フランジ形内ネジ式ソフトシール弁の種類および寸法等

種類 呼び圧力 使用圧力(ＭPa)
最高 全閉時の

許容圧力(ＭPa) 最大差圧(ＭPa)

２種 7.5Ｋ 0.75 1.3 0.75

1.4 1.0

４種 16Ｋ

１　空気弁は、管路の凸部、その他適所に設ける。

２　空気弁は、特別な場所を除き、水道用急速空気弁または水道用空気弁を使用する。

　なお、空気弁の口径は、次のとおりとする。

①　管路口径が５０ｍｍ以下の場合は、φ２５ｍｍ空気弁

②　管路口径が６００ｍｍ以下の場合は、φ７５ｍｍ空気弁

③　管路口径が７００ｍｍ以上の場合は、φ１００ｍｍ空気弁

３　空気弁には、原則として補修弁を設ける。

４　空気弁の塗装仕様は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装とする。

５　空気弁室の構造は、組立レジンコンクリート製ボックスとする。

６　露出させる空気弁には、Ｔ字管の分岐部から凍結防止対策を講じる。

〔解説〕

１について：空気弁は、管路の凸部や管路延長が長く管路の凸部がない配水本管におい

ては、５００～１，０００ｍを基準に設置する。片勾配の管路の場合は、バルブの至近

距離で最も高い位置に設ける。なお、空気弁は次の理由により設置する。

①　管路の凸部には、水中に溶存する空気が分離し溜まるため、円滑な通水を妨た

　げたり、水撃圧を発生させ管路の事故を誘発するため。

②　管内水の排水を行うときに、吸気が必要となるため。

③　管路に充水するときに、管内の空気を適切に排除するため。

２について：空気弁は、カムレバーロック式急速空気弁、急速空気弁、

空気弁等の中から、管口径、設置場所の作業条件、災害時の活用等を考慮して適切なも

のを選択する。

　しかしながら、橋梁添架管や地下埋設物の横断等において、本文前段の空気弁の設置

空間が確保できない場合には、Ｔ字管設置型空気弁や小型空気弁等（以下、「特殊空気

弁」という）を使用することができる。なお、特殊空気弁を使用する場合には、急速空

気弁または空気弁と同等に管内排気できるものを選択する。なお、その際には、水管橋

設計基準(ＷＳＰ ００７) の空気弁選定表等を参照する。

　また、空気弁と排水設備の両方が必要な箇所では個別設置を原則とするが、専用の排

水設備の設置が困難で、かつ消火栓の排水能力でも問題が無い場合には、排水設備に替

えて、カムレバーロック式急速空気弁を使用することができる。

１　空気弁は、管路の凸部、その他適所に設ける。

２　空気弁は、特別な場所を除き、水道用急速空気弁または水道用空気弁を使用する。

　なお、空気弁の口径は、次のとおりとする。

①　管路口径が５０ｍｍ以下の場合は、φ２５ｍｍ空気弁

②　管路口径が６００ｍｍ以下の場合は、φ７５ｍｍ空気弁

③　管路口径が７００ｍｍ以上の場合は、φ１００ｍｍ空気弁

３　空気弁には、原則として補修弁を設ける。

４　空気弁の塗装仕様は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装とする。

５　空気弁室の構造は、組立レジンコンクリート製ボックスとする。

６　露出させる空気弁には、Ｔ字管の分岐部から凍結防止対策を講じる。

〔解説〕

１について：空気弁は、管路の凸部や管路延長が長く管路の凸部がない配水本管におい

ては、５００～１，０００ｍを基準に設置する。片勾配の管路の場合は、バルブの至近

距離で最も高い位置に設ける。なお、空気弁は次の理由により設置する。

①　管路の凸部には、水中に溶存する空気が分離し溜まるため、円滑な通水を妨た

　げたり、水撃圧を発生させ管路の事故を誘発するため。

②　管内水の排水を行うときに、吸気が必要となるため。

③　管路に充水するときに、管内の空気を適切に排除するため。

２について：空気弁は、カムレバーロック式急速空気弁、急速空気弁、

空気弁等の中から、管口径、設置場所の作業条件、災害時の活用等を考慮して適切なも

のを選択する。

　しかしながら、橋梁添架管や地下埋設物の横断等において、本文前段の空気弁の設置

空間が確保できない場合には、Ｔ字管設置型空気弁や小型空気弁等（以下、「特殊空気

弁」という）を使用することができる。なお、特殊空気弁を使用する場合には、急速空

気弁または空気弁と同等に管内排気できるものを選択する。なお、その際には、水管橋

設計基準(ＷＳＰ ００７) の空気弁選定表等を参照する。

　また、空気弁と排水設備の両方が必要な箇所では個別設置を原則とするが、専用の排

水設備の設置が困難で、かつ消火栓の排水能力でも問題が無い場合には、排水設備に替

えて、カムレバーロック式空気弁を使用することができる。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第1節　２．適用および手続き） （第５章　第1節　２．適用および手続き）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.103

第5章第1節
-2

２．適用および手続き

１　施設の設計にあたっては、「本設計基準」「設計指針」「配水池等建設に関する指

　針（付則－２）」「維持管理指針」「耐震工法指針」および、施設の建設に関連する

　基準等に基づき設計する。

２　施設の配置や構造は、維持管理に最も容易で経済的なものとする。また、計画担当

　課は維持管理担当課等と協議し、施設計画及び設計、施工を行わなければならない。

３　水道施設のうち、特に取水、貯水、導水及び浄水施設の建設等の事業については、

　水道事業の変更認可等の要件を確認し、必要に応じて事務手続を行わなければならな

　い。

４　民間の新技術の開発は著しいものがあり、その採用にあたっては、水質汚染がない

　ことを原則とする。また、経済性や維持管理のしやすさ等を考慮しなければならない。

５　管路については、特別な場合を除き、本設計基準の「第４章　管路施設の設計」お

　よび「局管路施設資材使用基準」、局水道施設工事共通仕様書【土木工事編】に基づ

　くものとする。

〔解説〕

１について：関連する基準等は、「第１章　第３節　関連法令と技術基準等」記載の法

令および基準等（以下、「技術基準等」という。）を言う。

２について：施設の建設後は、その施設を必ず維持していかなければならないので、

計画及び設計時から計画及び設計担当課は、維持管理を担う課等と施設配置や施設構造、

処理方法等の段階ごとに、浄水水質の品質確保、業務時の作業員の安全確保や作業の高

効率等について、打合せを持ちながら進めること。

　また、経済性については、維持経費や運転経費、建設費等について考慮する必要があ

る。

３について：施設の新設、拡張及び改良等の実施においては、水道法に基づき「変更認

可」及び「変更認可を要しない軽微な変更の届出」の手続きが必要となる場合もあるの

で、その場合は事業の実施前に国土交通大臣（水管理・国土保全局水道事業課）から認

可等を受けなければならない。

⑴　認可変更が必要な施設

ア　給水区域の拡張

２．適用および手続き

１　施設の設計にあたっては、「本設計基準」「設計指針」「配水池等建設に関する指

　針（付則－２）」「維持管理指針」「耐震工法指針」および、施設の建設に関連する

　基準等に基づき設計する。

２　施設の配置や構造は、維持管理に最も容易で経済的なものとする。また、計画担当

　課は維持管理担当課等と協議し、施設計画及び設計、施工を行わなければならない。

３　水道施設のうち、特に取水、貯水、導水及び浄水施設の建設等の事業については、

　水道事業の変更認可等の要件を確認し、必要に応じて事務手続を行わなければならな

　い。

４　民間の新技術の開発は著しいものがあり、その採用にあたっては、水質汚染がない

　ことを原則とする。また、経済性や維持管理のしやすさ等を考慮しなければならない。

５　管路については、特別な場合を除き、本設計基準の「第４章　管路施設の設計」お

　よび「局管路施設資材使用基準」、局水道施設工事共通仕様書【土木工事編】に基づ

　くものとする。

〔解説〕

１について：関連する基準等は、「第１章　第３節　関連法令と技術基準等」記載の法

令および基準等（以下、「技術基準等」という。）を言う。

２について：施設の建設後は、その施設を必ず維持していかなければならないので、

計画及び設計時から計画及び設計担当課は、維持管理を担う課等と施設配置や施設構造、

処理方法等の段階ごとに、浄水水質の品質確保、業務時の作業員の安全確保や作業の高

効率等について、打合せを持ちながら進めること。

　また、経済性については、維持経費や運転経費、建設費等について考慮する必要があ

る。

３について：施設の新設、拡張及び改良等の実施においては、水道法に基づき「変更認

可」及び「変更認可を要しない軽微な変更の届出」の手続きが必要となる場合もあるの

で、その場合は事業の実施前に厚生労働大臣（医薬・生活衛生局水道課）から認可等を

受けなければならない。

⑴　認可変更が必要な施設

ア　給水区域の拡張
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第8節　第1款　４．本体構造） （第５章　第8節　第1款　４．本体構造）
旧　（　現　行　）

P.120

第5章第8節
第1款-4

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

・建設費用は配水池本体の直接工事費のみである。

・維持費用は、ＲＣ、ＰＣについては１５年ごとの内面塗装の塗り替え費用（直接工事費）、

　ＳＵＳについては５年毎の清掃費用（直接工事費）である。

・本資料はあくまでも参考であり、設計時には再度比較検討を詳細に行う必要がある。

３について：配水池は、点検、清掃、修理等のため空にすることがあるので、維持管理

上、原則として２池以上設ける。また、各池の水位均衡がとれるよう構造や連絡管等に

ついて検討する必要がある。

４について：余裕高の設定は、弁の誤作動や送配水系統の不測の事故などにより、配水

池の水位が上昇し頂版下面に上向きの圧力がかかることを防止するために設ける。

　なお、自由液面のある池では、上床（屋根等）や池内設備への地震動の周期特性によ

る波圧の影響を考慮する必要があることから、液面揺動応答の算定式（水道施設耐震工

法指針・解説Ⅰ総論Ｐ７２）によりその値を求め、３０ｃｍを超える場合には余裕高に

必要な値を加えなければならない。

５について：低水位（Ｌ.Ｗ.Ｌ）は、水垢や沈殿物が流出管に流れ込むことを防ぐため、

配水池底版から１５ｃｍ以上の位置に設定する。

　また、清掃等の排水時に底版に残留水の発生を防止するため、排水口に対して次の勾

配を設けなければならない。

⑴　池が大きい場合の勾配：長辺方向に1/500、短辺方向に1/100～1/200程度

⑵　⑴以外の池の勾配　　：方向に区別なく1/100～1/500程度

６について：計画地盤高と同じまたはそれ以上であれば、外部からの雨水等の流入防止

や内部からの漏洩の確認が容易にできる等、維持管理を考慮し設定している。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

RC PC SUS RC PC SUS RC PC SUS

1,000m3 2,500m3 5,000m3

（千円） 配水池(1,000～5,000m3) 60年間の費用比較

維持費

建設費

・建設費用は配水池本体の直接工事費のみである。

・維持費用は、ＲＣ、ＰＣについては１５年ごとの内面塗装の塗り替え費用（直接工事費）、

　ＳＵＳについては５年毎の清掃費用（直接工事費）である。

・本資料はあくまでも参考であり、設計時には再度比較検討を詳細に行う必要がある。

３について：配水池は、点検、清掃、修理等のため空にすることがあるので、維持管理

上、原則として２池以上設ける。また、各池の水位均衡がとれるよう構造や連絡管等に

ついて検討する必要がある。

４について：余裕高の設定は、弁の誤作動や送配水系統の不測の事故などにより、配水

池の水位が上昇し頂版下面に上向きの圧力がかかることを防止するために設ける。

　なお、自由液面のある池では、上床（屋根等）や池内設備への地震動の周期特性によ

る波圧の影響を考慮する必要があることから、液面揺動応答の算定式（水道施設耐震工

法指針に基づき・解説Ⅰ総論Ｐ７２）によりその値を求め、３０ｃｍを超える場合には

余裕高に必要な値を加えなければならない。

５について：低水位（Ｌ.Ｗ.Ｌ）は、水垢や沈殿物が流出管に流れ込むことを防ぐため、

配水池底版から１５ｃｍ以上の位置に設定する。

　また、清掃等の排水時に底版に残留水の発生を防止するため、排水口に対して次の勾

配を設けなければならない。

⑴　池が大きい場合の勾配：長辺方向に1/500、短辺方向に1/100～1/200程度

⑵　⑴以外の池の勾配　　：方向に区別なく1/100～1/500程度

６について：計画地盤高と同じまたはそれ以上であれば、外部からの雨水等の流入防止

や内部からの漏洩の確認が容易にできる等、維持管理を考慮し設定している。
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（千円） 配水池(1,000～5,000m3) 60年間の費用比較

維持費

建設費

（平成28年試算）
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第8節　第1款　14．換気装置および人孔） （第５章　第8節　第1款　14．換気装置および人孔）

（第５章　第8節　第1款　18．階段・落下防止柵等） （第５章　第8節　第1款　18．階段・落下防止柵等）P.131

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.129

第5章第8節
第1款-14

第5章第8節
第1款-18

４について：人孔蓋については、１人で開けられる重さのものとし、材質は腐食に強い

ＦＲＰ、アルミ、ステンレス等の中から選択し使用することを標準とする。

　また、人孔の高さは雨水、塵埃等の浸人を防ぐため、周囲より１０㎝程度高くする。

４について：人孔蓋については、１人で開けられる重さのものとし、材質は腐食に強い

ＦＲＰ、アルミ、ステンレス等の中から選択し使用することを標準とする。

　また、人孔の高さは雨水、塵埃等の浸入を防ぐため、周囲より１０㎝程度高くする。

18．階段・落下防止柵等

１　配水池の外側および内部には、配水池上部へ昇降するための施設として、階段また

　はステップを設ける。

２　配水池内部へ階段を設置する場合は、水質汚染を防止するため出入口には塔屋等を

　設け、扉を二重に配置する。

３　階段には両側に手すりを設け、ステップには安全柵を設置する。

４　階段、手すり、およびステップ等の基材の材質はステンレスを標準とし、配水池外

　側は反射防止策を考慮する必要がある。

５　配水池の上部（屋根）には、原則として転落防止用施設を必ず設ける。転落防止用

　施設の主なものとしては、鋼材を使用した縦桟形式の防護柵やコンクリート壁等があ

　る。

６　階段の有効幅は７５cm以上とし、踏幅は２１cm以上、けあげ高さは２２cm以下とす

　る。（建築基準法施行令第23条第１項（四）を適用）

７　階段の高さが４ｍを超えるものについては、高さ４ｍごとに踊場を設け、その踏幅

　は1.2ｍ 以上とする。（建築基準法施行令第24条を適用）

〔解説〕

１について：昇降施設は、階段を標準とするが配水池の規模、形状、昇降高および敷地

の面積や形状等により、階段に換えてステップの使用も認めるものとする。なお、階段

とする場合には、資機材の搬入に際し空間が制限される螺旋階段の使用は認めない。

２について：内部へ階段を設置する仕様では、開口部が大きくなり池内に大量の外気が

進入し、水質汚染の確率が高くなることから、塔屋等を設け扉を設置する。

　塔屋等に設置する扉は、外側を開けても外気が池内に直接侵入しないよう、内側にさ

らに扉を設ける二重構造とし、内扉は完全密封型を標準とする。

４について：使用するステンレス鋼の材質は、次のとおりとする。

①　配水池外側の階段は、ＳＵＳ３０４を標準とする。

②　配水池内部の階段は、液相部はＳＵＳ３１６、気相部はＳＵＳ３２９Ｊ４Ｌを

　標準とする。

18．階段・落下防止柵等

１　配水池の外側および内部には、配水池上部へ昇降するための施設として、階段また

　はステップを設ける。

２　配水池内部へ階段を設置する場合は、水質汚染を防止するため出入口には塔屋等を

　設け、扉を二重に配置する。

３　階段には両側に手すりを設け、ステップには安全柵を設置する。

４　階段、手すり、およびステップ等の基材の材質はステンレスを標準とし、配水池外

　側は反射防止策を考慮する必要がある。

５　配水池の上部（屋根）には、原則として転落防止用施設を必ず設ける。転落防止用

　施設の主なものとしては、鋼材を使用した縦桟形式の防護柵やコンクリート壁等があ

　る。

６　階段の有効幅は７５cm以上とし、踏幅は２１cm以上、けあげ高さは２２cm以下とす

　る。（建築基準法施行令第23条第１項（四）を適用）

７　階段の高さが４ｍを超えるものについては、高さ４ｍごとに踊場を設け、その踏幅

　は1.2ｍ 以上とする。（建築基準法施行令第24条を適用）

〔解説〕

１について：昇降施設は、階段を標準とするが配水池の規模、形状、昇降高および敷地

の面積や形状等により、階段に換えてステップの使用も認めるものとする。なお、階段

とする場合には、資機材の搬入に際し空間が制限される螺旋階段の使用は認めない。

２について：内部へ階段を設置する仕様では、開口部が大きくなり池内に大量の外気が

進入し、水質汚染の確立が高くなることから、塔屋等を設け扉を設置する。

　塔屋等に設置する扉は、外側を開けても外気が池内に直接進入しないよう、内側にさ

らに扉を設ける二重構造とし、内扉は完全密封型を標準とする。

４について：使用するステンレス鋼の材質は、次のとおりとする。

①　配水池外側の階段は、ＳＵＳ３０４を標準とする。

②　配水池内部の階段は、液相部はＳＵＳ３１６、気相部はＳＵＳ３２９Ｊ４Ｌを

　標準とする。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第8節　第1款　27．敷地内の照明） （第５章　第8節　第1款　27．敷地内の照明）

（第５章　第8節　第2款　2．構造） （第５章　第8節　第2款　2．構造）

第5章第8節
第1款-27

P.138

第5章第8節
第2款-2

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.137 27．敷地内の照明

１　配水池場内には、維持管理に必要な屋外照明設備を設置する。屋外照明設備の配置

　は、施設のどの場所においても必要な照度を確保できる位置と基数を確保することが

　望ましい。

２　屋外照明設備は、保守管理用と防犯用に区別し設置する。

〔解説〕

１について：設備設置あたっては、次の事項にについて検討する。

①　バルブ操作や設備の点検または部品等の交換等の作業を行う場所には、必ず屋

　外照明設備を設置し、作業に必要な照度を確保する。

②　照明等は、環境に配慮した製品を選定する。

③　電源については、太陽光や風力等を電源とした場合であっても、非常時に対応

　できるよう商用電源は確保する。

④　維持管理において、電球等の交換が容易にできる製品を選定する。

２について：保守管理用の照明設備は手動操作とし、防犯用については自動と手動操作

が切替できる方式とする。なお、電源操作盤は門扉の近傍に設置する。

27．敷地内の照明

１　配水池場内には、維持管理に必要な屋外照明設備を設置する。屋外照明設備の配置

　は、施設のどの場所においても必要な照度を確保できる位置と基数を確保することが

　望ましい。

２　屋外照明設備は、保守管理用と防犯用に区別し設置する。

〔解説〕

１について：設備設置あたっては、次の事項にについて検討する。

①　バルブ操作や設備の点検または部品等の交換等の作業を行う場所には、必ず屋

　外照明設備を設置し、作業に必要な照度を確保する。

②　照明等は、環境に配慮した製品を選定する。

③　電源については、太陽光や風力等を電源とした場合であっても、非常時に対応

　できるよう商用電源は確保する。

④　維持管理において、電球等の交換が容易にできる製品を選定する。

２について：保守管理用の照明設備は手動操作とし、防犯用については自動と手動操作

が切替できる方式とする。なお、電源操作盤は門扉の近傍に設置する。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第8節　第2款　2．構造） （第５章　第8節　第2款　2．構造）

第5章第8節
第2款-2

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.139

３について：貯水槽は、外部からの汚染および内部からの漏出が生じないよう、十分な

水密性が確保された構造でなければならない。また、貯水槽本体と管路では、支持条件

が異なり、管の取付け部に応力が集中するので、管の破損を防ぐため取付部には、可撓性

のある伸縮継手を設ける。伸縮継手については、本設計基準「第４章　第４節　５．伸

縮継手」を参照する。

　埋設型（地下式）のパイプ式貯水槽には、ダクタイル鋳鉄管または鋼管を使用するこ

とから、内外面に次の腐食対策を講じなければならない。

ア　ダクタイル鋳鉄管の防食対策は、局工事共通仕様書【土木工事編】・付則３「ダク

　タイル鋳鉄製品の防食基準」等に準拠しなければならない。

イ　鋼管の防食対策は、内部に無溶剤形エポキシ樹脂等を、外面にはポリウレタンま

　たはポリエチレン被覆等を行う。なお、外面防食対策については、本設計基準

　「第４章　第４節　９．管の外面腐食防止」を参照する。

３について：貯水槽は、外部からの汚染および内部からの漏出が生じないよう、十分な

水密性が確保された構造でなければならない。また、貯水槽本体と管路では、支持条件

が異り、管の取付け部に応力が集中するので、管の破損を防ぐため取付部には、可撓性

のある伸縮継手を設ける。伸縮継手については、本設計基準「第４章　第４節　５．伸

縮継手」を参照する。

　埋設型（地下式）のパイプ式貯水槽には、ダクタイル鋳鉄管または鋼管を使用するこ

とから、内外面に次の腐食対策を講じなければならない。

ア　ダクタイル鋳鉄管の防食対策は、局工事共通仕様書【土木工事編】・付則３「ダク

　タイル鋳鉄製品の防食基準」等に準拠しなければならない。

イ　鋼管の防食対策は、内部に無溶剤形エポキシ樹脂等を、外面にはポリウレタンま

　たはポリエチレン被覆等を行う。なお、外面防食対策については、本設計基準

　「第４章　第４節　９．管の外面腐食防止」を参照する。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第9節　５．建屋構造） （第５章　第9節　５．建屋構造）

（第５章　第9節　６．機械室） （第５章　第9節　６．機械室）

第5章第9節
5

P.147

旧　（　現　行　）現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

第5章第9節
6

P.145
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第1款　５.ポンプ型式） （第６章　第１節　第1款　５.ポンプ型式）

（第６章　第１節　第1款　６.ポンプ緒元） （第６章　第１節　第1款　６.ポンプ緒元）

旧　（　現　行　）

P154

第6章第1節
第1款-5

P156

第6章第1節
第1款-6

P157

第6章第1節
第1款-6

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

５．ポンプ形式

１　ポンプ形式は、維持管理の容易さと経済性から横軸渦巻ポンプを原則とする。ただ

　し、計画条件（計画吐出し量および全楊程）に対する適合性、運転効率及びキャビテ

　ーション発生の有無等を検討し、他の形式のポンプが有利と判断される場合はこの限

　りでない。

〔解説〕

１について：水道用として使用されるポンプのほとんどが渦巻ポンプであり、中小規模

のポンプ設備では、ＪＩＳ規格に適合するものが多いので、これらを採用することが望

ましい。

　ポンプの軸方向の選択については、立軸ポンプは設置スペースにおいて有利であるが、

電動幾をポンプの上部に設置する構造で電動機を取外した後にポンプを分解するので、

分解整備や修理が横軸ポンプに比べ困難であることから、原則として横軸渦巻ポンプを

採用する。なお、参考として次に渦巻ポンプの適用線図を示す。

JIS B 8313 小型渦巻ポンプ 単位 ㎥/min

　※　口径６５および１２５は、設計指針を参照する。

表-５.９.２　渦巻ポンプの規定吐出し量範囲と吸込口径

吸込口径(mm) 40 50 80 100 150 200
吐
出
し
量
範
囲

５０Ｈｚ

２極 ―  0.10～  0.40～
0.80～

― ―
2.50 

４極 0.16以下 0.32 1.25 
0.63～ 1.60～ 2.50～

2.00 5.00 10.0 

JIS B 8313 小型渦巻ポンプ 単位 ㎥/min

　※　口径６５および１２５は、設計指針を参照する。

表-５.９.２　渦巻ポンプの規定吐出し量範囲と吸込口径

 0.10～

0.32 
2.50～

2.00 5.00 8.00

1.60～

200

0.80～
―

1.25 

吸込口径(mm)

２極

４極

５０Ｈｚ

吐
出
し
量
範
囲

 0.40～ ―

0.63～
0.16以下

40 50 80 100

2.50 

150

―

JIS B 8313 小型渦巻ポンプ

　※　口径６５および１２５は、設計指針を参照する。

JIS B 8322 両吸込渦巻ポンプ

○― ― ―

○ ○ ○ ○

― ― ○ 750rpm（８極）

― ○

○

1000rpm（６極） ―

500

―

450

○ ○

吸込口径（ｍｍ） 200 250 300

○ ―1500rpm（４極） ○

350 400

150

○

80

○

○

100

―

○

―

○

200吸込口径（ｍｍ）

1500rpm（４極）

3000rpm（２極）

40

―

○

50

○

表-５.９.３　電動機の回転速度（極数）と吸込み口径

○ ○

JIS B 8313 小型渦巻ポンプ

　※　口径６５および１２５は、設計指針を参照する。

JIS B 8313 小型渦巻ポンプ

表-５.９.３　電動機の回転速度（極数）と吸込み口径

吸込口径（ｍｍ） 40 50 80 100 150 200

3000rpm（２極） ― ○ ○ ○ ― ―

1500rpm（４極） ○ ○ ○ ○ ○ ○

吸込口径（ｍｍ） 200 250 300 350 400 450 500

1500rpm（４極） ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

1000rpm（６極） ― ― ○ ○ ○ ○ ○

 750rpm（８極） ― ― ― ― ― ○ ○

５．ポンプ形式

１　ポンプ形式は、維持管理の容易さと経済性から横軸渦巻ポンプを原則とする。た

　だし、計画条件（計画吐出し量および全楊程）に対する適合性、運転効率及びキャビ

　テーション発生の有無等を検討し、他の形式のポンプが有利と判断される場合はこの

　限りでない。

〔解説〕

１について：水道用として使用されるポンプのほとんどが渦巻ポンプであり、中小規

模のポンプ設備では、ＪＩＳ規格に適合するものが多いので、これらを採用することが

望ましい。

　ポンプの軸方向の選択については、立軸ポンプは設置スペースにおいて有利であるが、

電動幾をポンプの上部に設置する溝造で電動機を取外した後にポンプを分解するので、

分解整備や修理が横軸ポンプに比べ困難であることから、原則として横軸渦巻ポンプを

採用する。なお、参考として次に渦巻ポンプの適用線図を示す。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第1款　８.キャビテーション） （第６章　第１節　第1款　８.キャビテーション）

（第６章　第１節　第1款　10.ポンプ据付及び付属設備） （第６章　第１節　第1款　10.ポンプ据付及び付属設備）

（第６章　第１節　第1款　12．ポンプ制御の付属機器および保護装置） （第６章　第１節　第1款　12．ポンプ制御の付属機器および保護装置）

P158

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

第6章第1節
第1款-8

P161

第6章第1節
第1款-10

P165

第6章第1節
第1款-12

⑴　キャビテーションの発生状況と影響等

①　キャビテーションは、ポンプでは羽根車の入口で発生しやすい。

②　この気泡は流れに乗って移動し、高圧部に来るとそこで押しつぶされ瞬間的に

　壊滅する。

③　この現象が絶え間なく続くと、ポンプの性能は低下し、振動・騒音を伴い、揚

　水不能となることがある。

④　キャビテーションが長く続くと、気泡が壊滅するときに生じる部分的な衝撃圧

　によって、羽根車、ケーシング等がは壊食を起こし、短期間で損傷を与える。

⑤　送・配水ポンプ設備では、規定吐出し量を大幅に超える過大吐出し流量域で発

　生するものと、ポンプの種類による過小吐出し流量域で発生するものがある。

ＪＩＳ　Ｚ　９１０２（配管系の識別表示）

Ｋ７２－５０Ｐ

目的

ＰＮ９５ N9.5

色の

種類

意味または

2019年Ｋ版 2021年Ｌ版

ＬＮ９５

マンセル値

水物質の

識別表示

2.5PB5/8

色票番号

N9.5
状態表示

表-５.９.６　配管の識別表示色

黒

Ｌ７２－５０Ｐ Ｐ７２－５０Ｐ

流れ方向を表示
する矢印・文字

白

ＫＮ１０ ＬＮ１０

青

白

2024年Ｐ版 （参考値）

空気 ＫＮ９５

ＫＮ９５ ＬＮ９５ ＰＮ９５

ＰＮ１０ N1

ＪＩＳＺ９１０２（配管系の識別表示）

表-５.９.６　配管の識別表示色

色の 意味または 色票番号 マンセル値

種類 目的 2005年Ｃ版 2007年Ｄ版 2009年Ｅ版 （参考値）

物質の 青 水 Ｃ７２－５０Ｐ Ｄ７２－５０Ｐ Ｅ７２－５０Ｐ 2.5PB5/8

識別表示 白 空気 ＣＮ９５ ＤＮ９５ ＥＮ９５ N9.5

状態表示
白 流れ方向を表示

する矢印・文字

ＣＮ９５ ＤＮ９５ ＥＮ９５ N9.5

黒 ＣＮ１０ ＤＮ１０ ＥＮ１０ N1

12．ポンプ制御の付属機器および保護装置

１　ポンプを自動または遠方制御によって運転する場合は、ポンプを制御するために必

　要な付属機器を設置する。

２　ポンプには、運転中に発生する異常を検出し、警報または表示する適切な保護装置

　を設置する。

〔解説〕

１について：ポンプには、始動時または停止時の一連の動作工程を自動的かつ円滑に進

行させるため、必要な次の付属機器を設置する。それぞれの付属機器の解説および留意

する事項については、次のとおりとする。

12．ポンプ制御の付属機器および保護装置

１　ポンプを自動または遠方制御によって運転する場合は、ポンプを制御するために必

　要な付属機器を設置する。

２　ポンプには、運転中に発生する異常を検出し、警報または表示する適切な保護装置

　を設置する。

〔解説〕

１について：ポンプには、始動時または停止時の一連の動作工程を自動的に円滑に進行

させるため、必要な次の付属機器を設置する。それぞれの付属機器の解説および留意す

る事項については、次のとおりとする。

⑴　キャビテーションの発生状況と影響等

①　キャビテーションは、ポンプでは羽根車の入口で発生しやすい。

②　この気泡は流れに乗って移動し、高圧部に来るとそこで押しつぶされ瞬間的に

　壊滅する。

③　この現象が絶え間なく続くと、ポンプの性能は低下し、振動・騒音を伴い、揚

　水不能となることがある。

④　キャビテーションが長く続くと、気泡が壊滅するときに生じる部分的な衝撃圧

　によって、羽根車、ケーシング等がは壊食を起こし、短期間で損傷を与える。

⑤　送・配水ポンプ設備では、規定吐出し量を大幅に超える過大吐出し流量域で発

　生するものと、ポンプの種類による過小吐出し流量域で発生するものがある。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第2款　2．電動機の選択） （第６章　第１節　第2款　2．電動機の選択）
旧　（　現　行　）

P167

P168

第6章第1節
第2款-2

第6章第1節
第2款-2

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

２．電動機の選択

１　電動機の種類は、三相誘導電動機の使用を標準とする。

２　電動機の形式は、設置環境や使用目的に適した、保護方式および冷却方式等を持つ

　機種を選択する。

〔解説〕

１について：電動機には多くの種類があるが、構造が堅牢かつ簡単で、安価であり、ま

た運転および保守が容易であることから、三相誘導電動機の使用を標準とする。

　なお、三相誘導電動機の機種別特性等については、設計指針Ｐ５６３を参照する。

２について：電動機の規格は数多くあり、これらの規定に基づき使用条件に適合するも

のを選択する。なお、騒音対策が必要な場合は、設計において消音装置を取付けた電動

機の使用や、ポンプ室への吸音材の使用等を考慮する。

⑴　ＪＩＳ等の規格

①　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－１（回転電気機械）：定格及び特性

②　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－５（回転電気機械）：外皮構造による保護方式の分類

③　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－６（回転電気機械）：冷却方式による分類

④　ＪＥＣ ２１１０ （誘導機）：各種絶縁の許容最高温度

⑤　ＪＩＳ Ｃ ４２１０（一般用低圧三相かご形誘導電動機）：三相誘導電動機

⑥　ＪＥＭ １３８１ 高圧（３ｋＶ級）三相かご形誘導電動機（一般用Ｆ種）の特

　性及び騒音レベル：三相誘導電動機

⑦　ＪＩＳ Ｃ ４２１２（高効率低圧三相かご形誘導電動機）：三相誘導電動機

エ　各種絶縁の許容最高温度

　電動機に使用される各種絶縁の許容最高温度は、ＪＥＣ２１１０に規定されてい

る。

エ　各種絶縁の許容最高温度

　電動機に使用される各種絶縁の許容最高温度は、ＪＥＣ２１３７に規定されてい

る。

２．電動機の選択

１　電動機の種類は、三相誘導電動機の使用を標準とする。

２　電動機の形式は、設置環境や使用目的に適した、保護方式および冷却方式等を持つ

　機種を選択する。

〔解説〕

１について：電動機には多くの種類があるが、構造が堅牢かつ簡単で、安価であり、ま

た運転および保守が容易であることから、三相誘導電動機の使用を標準とする。

　なお、三相誘導電動機の機種別特性等については、設計指針Ｐ５６３を参照する。

２について：電動機の規格は数多くあり、これらの規定に基づき使用条件に適合するも

のを選択する。なお、騒音対策が必要な場合は、設計において消音装置を取付けた電動

機の使用や、ポンプ室への吸音材の使用等を考慮する。

⑴　ＪＩＳ等の規格

①　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－１（回転電気機械）：定格及び特性

②　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－５（回転電気機械）：外皮構造による保護方式の分類

③　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－６（回転電気機械）：冷却方式による分類

④　ＪＥＣ ２１３７ （誘導機）：各種絶縁の許容最高温度

⑤　ＪＩＳ Ｃ ４２１０（一般用低圧三相かご形誘導電動機）：三相誘導電動機

⑥　ＪＥＭ １３８１ 高圧（３ｋＶ級）三相かご形誘導電動機（一般用Ｆ種）の特

　性及び騒音レベル：三相誘導電動機

⑦　ＪＩＳ Ｃ ４２１２（高効率低圧三相かご形誘導電動機）：三相誘導電動機
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第2款　3．始動方式） （第６章　第１節　第2款　3．始動方式）

（第６章　第１節　第3款　1.追加塩素消毒設備） （第６章　第１節　第3款　1.追加塩素消毒設備）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P169

第6章第1節
第2款-3

第6章第1節
第3款-1

P172

P172

第6章第1節
第3款-1

巻線形電動機

(電源電圧に対する割合)

始動電圧(％)

100二次抵抗

始動方式

50

65

(直入に対する割合)

全電圧(直入)

表-６.１.９　各始動方式の始動電流および始動トルク

(直入に対する割合)

100

始動電流(％) 始動トルク(％)

100100

かご形電動機
コンドルファ

25

スターデルタ

25

57.7

リアクトル

64

42

33.3

64

2550

6480

33.3

42

50

100

65 65 42

8080

全負荷電流で始動可能

100

スターデルタ 57.7 33.3 33.3

表-６.１.９　各始動方式の始動電流および始動トルク

始動方式
始動電圧(％) 始動電流(％) 始動トルク(％)

(電源電圧に対する割合) (直入に対する割合) (直入に対する割合)

かご形電動機

コンドルファ
65 42

25

かご形電動機

全電圧(直入) 100 100

コンドルファ 50 25

42

80 64 64

巻線形電動機 二次抵抗 100 全負荷電流で始動可能 100

リアクトル

25

65 65 42

80 6480

50 50

第３款．その他の機械設備

１．追加塩素消毒設備

１　追加塩素消毒設備は、配水施設において残留塩素が著しく減少すると予測される場

　合に設置する。

２　追加塩素消毒設備は、注入機、小出槽、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム）および操

　作盤に、施設規模に応じて貯蔵槽を組合わせる。また、残留塩素計も併せて設置する。

３　消毒薬の貯蔵方法、注入方法、注入点、制御方式および搬入方法等については、施

　設や設備の規模に適したものを選定する。

４　消毒設備室は、換気装置または空調設備を設ける。建屋躯体の腐食を防ぐため床面

　には勾配を設け、耐食性を高めるモルタルや塗装を施す。また、保守点検や消毒剤の

　搬入など、維持管理に必要な床面積や室内空間を確保する。

５　注入機および小出槽は、２基設けることを標準とし、その周囲には防液提またはピ

　ットを設ける。また、操作盤は原則として電気室に設置する。

第３款．その他の機械設備

１．追加塩素消毒設備

１　追加塩素消毒設備は、配水施設において残留塩素が著しく減少すると予測される場

　合に設置する。

２　追加塩素消毒設備は、注入機、小出槽、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム）および操

　作盤に、施設規模に応じて貯蔵槽を組合わせる。また、残留塩素計も合せて設置する。

３　消毒薬の貯蔵方法、注入方法、注入点、制御方式および搬入方法等については、施

　設や設備の規模に適したものを選定する。

４　消毒設備室は、換気装置または空調設備を設ける。建屋躯体の腐食を防ぐため床面

　には勾配を設け、耐食性を高めるモルタルや塗装を施す。また、保守点検や消毒剤の

　搬入など、維持管理に必要な床面積や室内空間を確保する。

５　注入機および小出槽は、２基設けることを標準とし、その周囲には防液提またはピ

　ットを設ける。また、操作盤は原則として電気室に設置する。

４について：次亜塩素酸ナトリウム溶液は、腐食性が強いため、原則として床面には、

耐薬品性に優れた塗材による塗装を施す。

４について：次亜塩素酸ナトリウム溶液は、殆んどのものを腐食させるため、原則とし

て床面には、耐薬品性に優れた塗材による塗装を施す。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第2節　3．受電、変電、配電計画） （第６章　第2節　3．受電、変電、配電計画）

第6章第2節-
3

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P176

現行版
頁番号

３．受電、変電、配電計画

１　最大需要電力（ｋＷ）は、水需要に伴う負荷設備計画および当面の設備の負荷調査

　を十分行い決定する。

２　電力会社の「電力供給約款」等に基づいて、十分な協議を行い必要な事項を決定す

　る。

３　受電方式は、施設の重要度に合せて選定する。

４　変電方式は、周囲の環境や設置場所の条件に応じた選定をする。

５　配電方式は、負荷の重要度に合せて選定する。

〔解説〕

１について：最大需用電力は、ある時間帯において負荷設備（契約負荷設備）が同時に

稼動する電力とする。

　また、設計にあたっては、負荷設備は計画の当初と将来では変化する場合もあるので、

設備規模などの最終目標および目標までの年次計画等を必ず把握する。

２について：当面の最大需用電力が決定すると、「電力供給約款」等に従って当該電力

会社と詳細な協議を行う。

　契約電力は最大需用電力により、受電電圧は契約電力によって一般的には決まるので、

電力会社との協議において契約電力、受電方式、受電電圧等は確認が必要となる。

３について：受電方式は、電力会社の工事などによる計画停電や、波及事故等の原因に

よる突発的な停電を考慮し、重要度の高い施設（取水、導水、浄水、送水および配水施

設における基幹施設等）においては、原則として２回線受電とする。なお、２回線受電

については、常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける等「予備電源契約」を行う

ものとするが、電力会社の供給事情や工事負担金により、実質的に困難な場合もあるの

で、その際は電力会社との協議において、出来るだけ供給安定度の高い受電方式を選択

することとする。いわき市水道局水道施設総合整備計画水道施設停電対策計画に記載の

とおりとする。また、停電対策も同様に記載のとおりとする。

　引き込み方式については、損傷事故などに対する信頼性、安全性が確保できることか

ら、原則として地中ケーブル引き込みを採用する。また、引き込み管路には、事故など

によるケーブルの引替え等に備え、予備管路を設けることとする。

　また、重要度の高い水道施設においては、水道施設総合整備計画の１つである水道施

設停電対策計画により認定された、停電対策レベルに応じた対策を行うものとする。

　なお、自家用発電設備の導入が計画されている施設は、負荷設備に合致し、設備点検

等の維持管理を考慮した適切な方式を選択するものとし、詳細については設計指針

Ｐ６００を参照する。

３．受電、変電、配電計画

１　最大需要電力（ｋＷ）は、水需要に伴う負荷設備計画および当面の設備の負荷調査

　を十分行い決定する。

２　電力会社の「電力供給約款」等に基づいて、十分な協議を行い必要な事項を決定す

　る。

３　受電方式は、施設の重要度に合せて選定する。

４　変電方式は、周囲の環境や設置場所の条件に応じた選定をする。

５　配電方式は、負荷の重要度に合せて選定する。

〔解説〕

１について：最大需用電力は、ある時間帯において負荷設備（契約負荷設備）が同時に

稼動する電力とする。

　また、設計にあたっては、負荷設備は計画の当初と将来では変化する場合もあるので、

設備規模などの最終目標および目標までの年次計画等を必ず把握する。

２について：当面の最大需用電力が決定すると、「電力供給約款」等に従って当該電力

会社と詳細な協議を行う。

　契約電力は最大需用電力により、受電電圧は契約電力によって一般的には決まるので、

電力会社との協議において契約電力、受電方式、受電電圧等は確認が必要となる。

３について：受電方式は、電力会社の工事などによる計画停電や、波及事故等の原因に

よる突発的な停電を考慮し、重要度の高い施設（取水、導水、浄水、送水および配水施

設における基幹施設等）においては、原則として２回線受電とする。なお、２回線受電

については、常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける「予備電源契約」を行うも

のとするが、電力会社の供給事情や工事負担金により、実質的に困難な場合もあるので、

その際は電力会社との協議において、だきるだけ供給安定度の高い受電方式を選択する

こととする。

　引き込み方式については、損傷事故などに対する信頼性、安全性が確保できることか

ら、原則として地中ケーブル引き込みを採用する。また、引き込み管路には、事故など

によるケーブルの引替え等に備え、予備管路を設けることとする。

　また、重要度の高い水道施設においては、水道施設総合整備計画の１つである水道施

設停電対策計画により認定された、停電対策レベルに応じた対策を行うものとする。

　なお、自家用発電設備の導入が計画されている施設は、負荷設備に合致し、設備点検

等の維持管理を考慮した適切な方式を選択するものとし、詳細については設計指針

Ｐ１６１を参照する。
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水道施設設計基準（令和７年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第3節　第2款　4．計装・機器・装置等） （第６章　第3節　第2款　4．計装・機器・装置等）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P203

第6章第3節
第2款-4

⑵　水位計測は、流量、圧力の測定とともに、水道施設の運転管理上重要な要件の一つ

　であり、水処理工程の監視、制御、薬品在庫の管理、ポンプの水位制御で利用する。

　　水道施設の監視、制御に使用する水位計には、投込式、差圧式、超音波式、電波式、

　静電容量式、フロート式、電極式等があり、測定対象物により水位計、液位計、粉面

　計、レベル計等と呼称される。

　　水位計は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

　測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものし、ここで

　は、代表的な水位計について記載する。なお、水位計の選定にあたって留意する点お

　よび各水位計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設

　計指針Ｐ６４５を参照する。

ア　投込式水位計

①　測定方法

　水中（底盤上）に検出器を設置して、水圧を測定し、電流信号に変換する。

②　設置基準等

⒈　配水池などの水位測定は、投込式または光投込式水位計を標準とする。ただ

　し、誘導雷等の影響が考えられる場所に設置する場合は、光投込式水圧計を標

　準とする。

⑵　水位計測は、流量、圧力の測定とともに、水道施設の運転管理上重要な要件の一つ

　であり、水処理工程の監視、制御、薬品在庫の管理、ポンプの水位制御で利用する。

　　水道施設の監視、制御に使用する水位計には、投込式、差圧式、超音波式、電波式、

　静電容量式、フロート式、電極式等があり、測定対象物により水位計、液位計、粉面

　計、レベル計等と呼称される。

　　水位計は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

　測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものし、ここで

　は、代表的な水位計について記載する。なお、水位計の選定にあたって留意する点お

　よび各水位計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設

　計指針Ｐ６４５を参照する。

ア　投込式水位計

①　測定方法

　水中（底盤上）に検出器を設置して、水圧を測定し、電流信号に変換する。

②　設置基準等

⒈　配水池などの水位測定は、投込式または光投込式水位計を標準とする。ただ

　し、誘導雷等の影響が考えられる場所に設置する場合は、光投込式水圧計を標

　準とする。
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水道施設設計基準（令和7年４月１日）　新旧対照表

（第７章　第１節　給水装置） （第７章　第１節　給水装置）

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.207

第7章第1節

P.209

第8章第1節
-1

P.209

第8章第1節
-1

鉛管

　柔軟性に富み、加工が容易なことから古くから使用されてきたが、外相に弱く、

アルカリに侵されたり、内面から鉛の溶出が認められるなどの欠点がある。鉛の水

質基準は、平成４年に 0.1mg/ℓから0.05mg/ℓ以下に改正され、さらに平成15年度か

ら0.01mg/ℓ以下に強化された。

　本市では、鉛管からの漏水が多発していたことなどにより、昭和53年以降使用し

ないこととしてきたが、それ以前に布設された給水管にはまだ残っており、配水管

路の布設替に合わせ解消することとしている。

鉛管

　柔軟性に富み、加工が容易なことから古くから使用されてきたが、外傷に弱く、

アルカリに侵されたり、内面から鉛の溶出が認められるなどの欠点がある。鉛の水

質基準は、平成４年に 0.1mg/ℓから0.05mg/ℓ以下に改正され、さらに平成15年度か

ら0.01mg/ℓ以下に強化された。

　本市では、鉛管からの漏水が多発していたことなどにより、昭和53年以降使用し

ないこととしてきたが、それ以前に布設された給水管にはまだ残っており、配水管

路の布設替に合わせ解消することとしている。

〔解説〕

１について：給水装置については、局が発行した給水装置工事設計施行指針と設計指針

に基づき設計を行なう。なお、次の事項について考慮する。

ア　口径が５０ｍｍ以上の給水装置および給水協定に基づき、局に移管する水道施設

　については、本設計基準を適用する。

イ　配水管路の工事において、給水管路を布設替する範囲は、基本的にサドル分水栓

　から第１止水栓（乙止水栓）の２次側近傍とする。

ウ　既設給水管路の管種が鉛管（ＬＰ）の場合は、水道水の水質悪化（鉛の溶出）を

　防止するため、第２止水栓（丙止水栓）１次側まで給水管路を布設替する。

　　この場合の管種は、基本的にＰＥＰとし、ＨＩＶＰ（ＴＳ継手）を用いてはなら

　ない。

エ　配水管路の工事において給水管路の布設替を行う場合には、漏水時の局負担を考

　慮し、給水管の所有者の同意を得た上で、量水器の位置を配水管側に近い位置に移

　動することが望ましい。

〔解説〕

１について：給水装置については、局が発行した給水装置工事設計施行指針と設計指針

に基づき設計を行なう。なお、次の事項について考慮する。

ア　口径が５０ｍｍ以上の給水装置および給水協定に基づき、局に移管する水道施設

　については、本設計基準を適用する。

イ　配水管路の工事において、給水管路を布設替する範囲は、基本的にサドル分水栓

　から第１止水栓（乙止水栓）の２次側近傍とする。

ウ　既設給水管路の管種が鉛管（ＬＰ）の場合は、水道水の水質悪化（鉛の溶出）を

　防止するため、第２止水栓（丙止水栓）１次側まで給水管路を布設替する。

　　この場合の管種は、基本的にＰＥＰとし、ＨＩＶＰ（ＴＳ継手）を用いてはなら

　ない。

エ　配水管路の工事において給水管路の布設替を行う場合には、漏水時の局負担を考

　慮し、給水管の所有者の同意を得た上で、量水器の位置を配水管側に近い位置に移

　動することが望ましい。

急速ろ過法

　急速ろ過法による浄水方式は、原水中の懸濁物質を化学薬品である凝集剤を用い

て、急速および緩速攪拌装置の設置された凝集・沈澱池で強制的に凝集・沈降処理

し、残った濁質を砂ろ過池で１日120～150ｍの速い速度でろ過し、さらに塩素消毒

を行なう方式。

　急速ろ過法での浄化機能は物理的ろ過作用を主体とするため、濁質は効果的に除

去できるが、細菌の一部やマンガンなどの溶解性物質は、ほとんど除去できないた

め、前塩素処理などの薬品処理を行なうことが必要となる。このような処理により、

幅広い原水の処理が可能となる。また、急速ろ過は薬品によって原水を浄化するた

め、緩速ろ過に比べ処理操作に特別の技術が必要となる。

急速ろ過法

　急速ろ過法による浄水方式は、原水中の懸濁物質を化学薬品である凝集剤を用い

て、急速および緩速攪拌装置の設置された凝集・沈澱池で強制的に凝集・沈降処理

し、残った濁質を砂ろ過池で１日120～150ｍの速い速度でろ過し、さらに塩素消毒

を行なう方式。

　急速ろ過法での浄化機能は物理的ろ過作用を主体とするため、濁質は効果的に除

去できるが、細菌の一部やマンガンなどの溶解性物質は、ほとんど除去できないた

め、前塩素処理などの薬品処理を行なうことが必要となる。このような処理により、

幅広い原水の処理が可能となる。また、急速ろ過は薬品によって原水を浄化するた

め、緩速ろ過に比べ処理操作に特別の技術が必要となる。
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水道施設設計基準（令和7年４月１日）　新旧対照表

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

P.214

第8章第1節
-1

P.215

第8章第1節
-1

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.210

第8章第1節
-1

P.211

第8章第1節
-1

原価償却

　固定資産は、使用によってその経済的価値は減少していくが、この減少額を毎年

度の費用として配分することをいう。減価償却は、取得原価を耐用年数にわたって

徐々に費用化するもので、一定の方法により計画的、規則的に行なわなければなら

ない。

新水道ビジョン

　厚生労働省では、今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処するた

めの具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に明示した「水道ビジョン」を平

成１６年に作成し、各事業体にも地域に合った「地域水道ビジョン」の作成が求め

られた。平成２０年には、時点に見合った内容に改訂が行なわれた。

新水道ビジョン

　厚生労働省では、今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処するた

めの具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に明示した「水道ビジョン」を平

成１６年に作成し、各事業体にも地域に合った「地域水道ビジョン」の作成が求め

られた。平成２０年には、時点に見合った内容に改訂が行なわれた。

石綿セメント管

　石綿繊維（アスベスト）、セメント、硅砂を水で練り混ぜて製造したもので、ア

スベストセメント管、石綿管とも呼ばれる。耐電食性で鉄管に比較し軽量および加

工性が良く、価格も安かったことから、かつては配水管として使用されてきたが、

強度や耐衝撃性が劣ることや、人体内へのアスベスト吸入による健康被害への影響

が問題となり、現在では製造されていない。

　本市では、石綿セメント管による破壊・破損事故が多発したため、昭和53年度か

ら配水管整備事業により、同管の布設替えを行なってきており、現在では他事業に

関連する場所や施工困難な場所を除きＤＩＰやＶＰ及びHPPEに置換わっている。

石綿セメント管

　石綿繊維（アスベスト）、セメント、硅砂を水で練り混ぜて製造したもので、ア

スベストセメント管、石綿管とも呼ばれる。耐電食性で鉄管に比較し軽量および加

工性が良く、価格も安かったことから、かつては配水管として使用されてきたが、

強度や耐衝撃性が劣ることや、人体内へのアスベスト吸入による健康被害への影響

が問題となり、現在では製造されていない。

　本市では、石綿セメント管による破壊・破損事故が多発したため、昭和53年度か

ら配水管整備事業により、同管の布設替えを行なってきており、現在では他事業に

関連する場所や施工困難な場所を除きＤＩＰやＶＰ及びHPPEに置換わっている。

データロガー

　プロセス（過程・手順）が多様化・複雑化し、測定点数が増大すると、アナログ

計器のみによる監視、記録には限界が生じるので、コンピュータを使用してこれを

行なわせる装置。主な機能は、外部入力読込み、データ変換・演算、上下限監視、

動作・故障信号の状態変化検出、印字、表示設定、外部警報出力などがある。本市

においては、浄水場やポンプ場などの施設に導入している。

データロガー

　プロセス（過程・手順）が多様化・複雑化し、測定点数が増大すると、アナログ

計器のみによる監視、記録には限界が生じるので、コンピュータを使用してこれを

行なわせる装置。主な機能は、外部入力読込み、データ変換・演算、上下限監視、

動作・故障信号の状態変化検出、印字、表示設定、外部警報出力などがある。本市

においては、浄水場やポンプ場などの施設に導入している。

減価償却

　固定資産は、使用によってその経済的価値は減少していくが、この減少額を毎年

度の費用として配分することをいう。減価償却は、取得原価を耐用年数にわたって

徐々に費用化するもので、一定の方法により計画的、規則的に行なわなければなら

ない。
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水道施設設計基準（令和7年４月１日）　新旧対照表

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）
P.217

第8章第1節
-1

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.216

第8章第1節
-1

へーゼン・ウィリアムズ公式

　管水路の平均流速公式の一つで、一般的にφ７５mm以上の管路の水理計算に適用

される。

Ⅴ＝0.35464・Ｃ・Ｄ0.63・Ｉ0.64

Ｑ＝0.27853・Ｃ・Ｄ2.63・Ｉ0.64

Ｉ＝ 10.666・Ｃ-1.86・Ｄ-4.87・Ｑ1.86

Ｖ：平均流速（ｍ／ｓ）

Ｑ：流量　　（㎥／ｓ）

Ｄ：管径　　（ｍ） ・本市では次の値を基準としている。

Ｉ：動水勾配  φ75～φ200　Ｃ＝110

Ｌ：流速係数　100～140 φ250～φ450　Ｃ＝120

φ500以上　　 Ｃ＝130

へーゼン・ウィリアムス公式

　管水路の平均流速公式の一つで、一般的にφ７５mm以上の管路の水理計算に適用

される。

Ⅴ＝0.35464・Ｃ・Ｄ0.63・Ｉ0.54

Ｑ＝0.27853・Ｃ・Ｄ2.63・Ｉ0.54

Ｉ＝ 10.666・Ｃ-1.86・Ｄ-4.87・Ｑ1.86

Ｖ：平均流速（ｍ／ｓ）

Ｑ：流量　　（㎥／ｓ）

Ｄ：管径　　（ｍ） ・本市では次の値を基準としている。

Ｉ：動水勾配  φ75～φ200　Ｃ＝110

Ｌ：流速係数　100～140 φ250～φ450　Ｃ＝120

φ500以上　　 Ｃ＝130

日本水道協会（ＪＷＷＡ）

　日本水道協会は、水道の安全で安定した供給の継続を図り、国民生活に欠かせな

い水道の将来にわたる健全な発展を実現し、もって公衆衛生の向上に寄与すること

を目的とし、水道についての調査研究、水道用品の規格制定・検査・品質承認事業、

水道協会雑誌をはじめとする水道の参考図書の発行事業、水道事業体や賛助会員の

職員等を対象とした研修事業、水道賠償責任保険や水道機械設備損害保険などの保

険事業、政府などへの請願・建議等などを行なっている。

日本水道協会（ＪＷＷＡ）

　日本水道協会は、水道の安全で安定した供給の継続を図り、国民生活に欠かせな

い水道の将来にわたる健全な発展を実現し、もって公衆衛生の向上に寄与すること

を目的とし、水道についての調査研究、水道用品の規格制定・検査・品質承認事業、

水道協会雑誌をはじめとする水道の参考図書の発行事業、水道事業体や賛助会員の

職員等を対象とした研修事業、水道賠償責任保険や水道機械設備損害保険などの保

険事業、政府などへの請願・建議等などを行なっている。
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