
【公共事業関係費】

再評価実施箇所数 再評価結果

うち見直
し継続

河川事業 直轄事業 3 3 3

ダム事業 直轄事業 1 1 1

合　　　　計 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0

（注１） 直轄事業等には、独立行政法人等施行事業を含む
（注２）

再々評価：再評価実施後一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業
その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

中止
評価

手続中

再評価対象基準
一定期間未着工：事業採択後一定期間（直轄事業等は３年間、補助事業等は５年間）が経過した時点で未着工の事業
長期間継続中：事業採択後長期間（５年間）が経過した時点で継続中の事業
準備計画段階：準備・計画段階で一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業

平成２８年度予算に向けた再評価について
（平成２８年３月末現在）
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【公共事業関係費】

【河川事業】
（直轄事業等）

その他 60 70 47 1.5

・年超過確率1/1000規模の洪水にお
いて江戸川右岸11.5km付近で決壊し
た場合、死者数が約160人、電力の停
止による影響人口が25.8万人と想定さ
れるが、事業実施により解消される。

継続
水管理・国土保全局

治水課
（課長 大西　亘）

その他 410 8,211 293 28.0

・河川整備計画目標規模の洪水が発
生した場合、小松市では災害時要援護
者数が約8,900人、最大孤立者数が約
15,000人（避難率0%）、電力停止による
影響人口が約8,200人と想定される
が、事業実施により解消される。

継続
水管理・国土保全局

治水課
（課長 大西　亘）

【内訳】
　建設費　289億円
　維持管理費　4億円

再評価の視点
（投資効果等の事業の必要性、事業の

進捗の見込み、コスト縮減等）
貨幣換算した便益:B(億円)

Ｂ／Ｃ
便益の内訳及び主な根拠

利根川・江戸川直轄河川改
修事業 （江戸川高規格堤
防整備事業（篠崎公園地
区））
関東地方整備局

【内訳】
被害防止便益：70億円
残存価値：1億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：509戸
年平均浸水軽減面積：8ha

【内訳】
　建設費　47億円
　維持管理費　0億円

①事業の必要性等について
・江戸川流域の関係市町村における、総人口、総世帯
数など沿川の状況に大きな変化はないが、江戸川下流
域では沿川の低平な土地に資産が集積しているため、
ひとたび堤防が決壊すれば壊滅的な被害が発生する。
・このため、計画規模を上回るような洪水が発生したと
しても、堤防の決壊を防止し、被害を最小限にすること
が求められている。
　
②事業の進捗の見込みについて
・事業実施にあたっては、共同事業予定者である東京
都及び江戸川区と十分調整を図り、事業進捗に努め
る。
・今後、高規格堤防整備に着手を予定していることから
再評価を実施。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・共同事業化により全体事業費が縮減され、各段階で
発生する建設発生土を場内盛土工事に転用すること
で、コスト縮減を図る。
・なお、近年の技術開発の進展に伴う新工法の採用等
による新たなコスト縮減の可能性を探りながら、今後も
更なるコスト縮減の視点に立ち、事業を進めていく方針
である。

貨幣換算が困難な効果等
による評価

費用:C(億円)

費用の内訳

再評価結果一覧
（平成２８年３月末現在）

対応方針
担当課

（担当課長名）
事 業 名
事業主体

該当基準

費用便益分析

梯川直轄河川改修
事業
北陸地方整備局

【内訳】
被害防止便益：8,208億円
残存価値：2億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：2,605戸
年平均浸水軽減面積：578ha

総事業費
（億円）

河川整備計画策定（平成28年3月）をもって再評価を実
施。

①事業の必要性等について
・梯川想定氾濫区域内の小松市は、石川県内第３位の
人口を有し、大手建設機械メーカーの工場が立地する
等、産業拠点が集結している県内でも重要な都市の一
つ。
・小松市における工業団地及び市街地の面積は、昭和
50年代以降それぞれ拡大し続けているほか、国際空港
や高速道路・国道・鉄道などの交通網が発達し、今後さ
らに発展が見込まれる北陸地方における重要なエリ
ア。

②事業の進捗の見込みについて
・昭和46年に一級河川に指定、国の直轄事業として河
川改修に着手。
・これまで、危険な箇所から順次事業の進捗を図ってき
ており、梯川の計画断面堤防の整備率は約41％であ
る。
・現在は、流下能力向上のため引堤等の整備を重点的
に実施している。
・治水事業の進捗に対する地元からの強い要望もあり、
今後も引き続き計画的に事業の進捗を図ることとしてい
る。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性について
引き続き、新技術、施工計画の見直し等の代替案の検
討により、一層のコスト縮減に努める。



再評価の視点
（投資効果等の事業の必要性、事業の

進捗の見込み、コスト縮減等）
貨幣換算した便益:B(億円)

Ｂ／Ｃ
便益の内訳及び主な根拠

貨幣換算が困難な効果等
による評価

費用:C(億円)

費用の内訳

対応方針
担当課

（担当課長名）
事 業 名
事業主体

該当基準

費用便益分析
総事業費
（億円）

その他 664 1,580 412 3.8

・河川整備計画目標規模の洪水が発
生した場合、江の川流域で想定死者数
（避難率40％）が約380人、電力の停止
による影響人口が約5,100人と想定さ
れるが、事業実施により解消される。

継続
水管理・国土保全局

治水課
（課長 大西　亘）

江の川直轄河川改修事業
中国地方整備局

【内訳】
被害防止便益：1,574億円
残存価値：5.5億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減世帯数：250世帯
年平均浸水軽減面積：104ha

【内訳】
　建設費　393億円
　維持管理費　19億円

・河川整備計画策定（平成28年2月）をもって再評価を
実施。

①事業の必要性等について
・流域内人口・世帯ともに減少傾向であるが、高齢化率
が上昇しており災害時要援護者の割合が高くなってい
る。また、山間狭隘部の河岸段丘に小集落が点在して
おり、洪水時には水位が急上昇、集落の孤立化が懸念
される。
・近年（平成18年7月洪水、平成18年9月洪水）において
も洪水被害を受けており、治水事業の要望が強い。

②事業の進捗の見込みについて
・江の川の計画断面堤防の整備率は約42％である。
・八神箇所、川平箇所、大貫箇所、川越箇所、都賀西
箇所、門田箇所については堤防整備等に着手してお
り、早期完成への要望は強く、順調に進捗している。
・本事業は地域住民からも要望があることから、円滑な
事業進捗が見込まれる。

③コスト縮減や代替案立案などの可能性について
・新技術・新工法を活用するとともに、河道掘削等により
発生した土砂を築堤盛土に有効活用し、コスト縮減に
努める。



【ダム事業】
（直轄事業）

該当基準

　一定期間未着工：事業採択後一定期間（直轄事業等は３年間、補助事業等は５年間）が経過した時点で未着工の事業

　長期間継続中：事業採択後長期間（５年間）が経過した時点で継続中の事業

　準備計画段階：準備・計画段階で一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業

　再々評価：再評価実施後一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業

　その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事 業 名
事業主体

該当基準
総事業費
（億円）

費用便益分析
貨幣換算が困難な効果等

による評価

再評価の視点
（投資効果等の事業の必要性、事業の

進捗の見込み、コスト縮減等）
対応方針

担当課
（担当課長名）

貨幣換算した便益:B(億円) 費用:C(億円)
Ｂ／Ｃ

便益の内訳及び主な根拠 費用の内訳

霞ヶ浦導水事業
関東地方整備局 その他 1,900 3,623

【内訳】
水質浄化に関する便益：1,809億円
流水の正常な機能の維持に関する便益：
1,777億円
残存価値：37億円

【主な根拠】
水質浄化に関する便益：
　支払い意思額
　　霞ヶ浦　　　　　417円/月/世帯
　　桜川・千波湖　329円/月/世帯
流水の正常な機能の維持に関する便益：
　流水の正常な機能の維持に関して、
霞ヶ浦導水と同じ機能を有する施設を代
替施設とし、代替法を用いて計上

2,152
【内訳】
　建設費　2,011億円
　維持管理費　141億円

1.6

・利根川で発生した過去20年間（平成6
～25年）の渇水において、霞ヶ浦導水
事業が完成していたと仮定した場合の
事業効果は、7回の取水制限のうち4回
は解消するとともに、取水制限日数に
ついても、約5割低減したものと想定さ
れる。また、取水制限が残ったと想定
される平成8年渇水においては、最大
取水制限率が30%から10%に軽減され
たものと想定される。
・那珂川で発生した過去20年間（平成6
～25年）の渇水において、霞ヶ浦導水
事業が完成していたと仮定した場合の
事業効果は、3回の取水制限のうち2回
は解消するとともに、取水制限日数に
ついても、約8割低減したものと想定さ
れる。なお、平成13年渇水（取水制限
期間13日、最大取水制限率15%）にお
いては、取水制限がすべて解消された
ものと想定される。

・霞ヶ浦導水事業の事業計画の変更にあたって再評価
を実施。

①事業の必要性等について
・霞ヶ浦の水質は、平成26年度平均値でCOD7.0mg/lで
あり環境基準COD3.0mg/lを大きく上回っている。また、
茨城県・千葉県・栃木県は湖沼水質保全計画を策定し
水質改善に取り組んでいるが、未だ計画目標
（COD5.0mg/l前半）を達成できていない状況である。
・桜川・千波湖の水質は、国土交通省・茨城県・水戸市
及び市民団体で構成する桜川清流ルネッサンスⅡ地域
協議会により、桜川清流ルネッサンスⅡを策定し水質
改善等を実施しているが、依然として夏季の水質は非
常に悪く、アオコが発生している。
・利根川と那珂川では、最近20年間（平成6年～25年）
で、あわせて15回以上の渇水被害が発生している。渇
水時に利根川では、取水制限が１ヶ月以上の長期にわ
たることや那珂川においても、潮見運転や振替取水が
発生しており、社会生活、経済活動などに大きな影響を
与えている。

②事業進捗の見込みについて
・霞ヶ浦導水事業は、昭和51年に実施計画調査に着手
し、平成27年度より石岡トンネル未施工区間の施設設
計等を実施している。
・平成27年3月末までに事業費約1,497億円を投資して
いる。［進捗率約79％（事業費ベース）］
・現時点で工程を精査した結果、工期を見直し平成35
年度完成見込み。
・石岡トンネル区間の区分地上権は、平成28年1月末時
点において97%設定済みとなっており、残件についても
地元地権者との任意交渉を進めている。

③コスト縮減や代替案立案などの可能性について
・トンネル掘削土砂を、有効利用できる土砂に処理する
ことによるコスト縮減について検討。
・平成21年度より国、関係自治体、利水者からなる
「霞ヶ浦導水事業のコスト管理等に関する連絡協議会」
を設置し、コスト縮減の達成状況等の協議を行いなが
ら、事業費等の管理に努める。
・平成26年度に実施した霞ヶ浦導水事業検証に係る検
討において、「ダム事業の検証に係る検討に関する再
評価実施要領細目」に基づき「水質浄化」、「新規利水」
及び「流水の正常な機能の維持」について、現計画案
（霞ヶ浦導水事業）と現計画案以外の代替案を複数立
案し目的別の総合評価を行った結果、最も有利な案は
いずれも「現計画案（霞ヶ浦導水事業）」となり総合的な
評価の結果として、最も有利な案は「現計画案（霞ヶ浦
導水事業）」と評価している。

継続
水管理・国土保全局

治水課
（課長 大西　亘）


