
【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

ダム事業 直轄事業等 0 1 0 2 6 9 9 0 0 0

0 1 0 2 6 9 9 0 0 0

（注１） 直轄事業等には、独立行政法人等施行事業（補助事業を除く）を含む

（注２）

合　　　　計

再評価対象基準

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（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

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

令和７年度予算概算要求に係る再評価について
（令和６年８月末時点）

事　　　業　　　区　　　分 一定期
間未着
工

長期間
継続中

準備計
画段階

再々
評価

その他 計
継　　続

中止
評価
手続中



【公共事業関係費】
【ダム事業】
（直轄事業等）

再々評価 300 301 254 1.2

・河川整備基本方針規模
（明治橋上流：昭和22年9
月洪水型）の洪水が発生
した場合、北上川上流ダ
ム再生事業の完成によ
り、浸水面積等が減少す
ることで明治橋上流エリ
アの浸水区域内の災害時
援護者数が約1,900人減
少、想定死者数（避難率
40％）では約60人減少す
ることが見込まれる。

継続
水管理・国土保全局

治水課
(課長　笠井 雅広)

令和７年度予算概算要求に係る再評価結果一覧
（令和６年８月末時点）

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

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

担当課
（担当課長名）

事 業 名
事業主体

該当
基準

総事
業費

（億円）

北上川上流
ダム再生事業

東北地方整備局

費用便益分析

【内訳】
　被害防止便益：291億円
　残存価値：10億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
　年平均浸水軽減戸数：24戸
　年平均浸水軽減面積：1.3ha

【内訳】
　事業費：253億円
　維持管理費：1.8億円

・再評価後一定期間（3年間）が経過しているため、再評価を実施。

【投資効果等の事業の必要性】
・北上川上流域では、昭和22年9月、昭和23年9月、平成19年9月、平成25
年8月、平成25年9月洪水等により甚大な浸水被害が発生している。
・北上川流域内にある市町の総人口は、平成2年をピークに緩やかな減少
傾向で推移している一方、世帯数は緩やかな増加傾向で推移している。
・農業生産額は、緩やかな減少傾向で推移している。
・製造品出荷額は、平成2年までは著しく増加しているが、それ以降は概
ね2兆円規模で推移している。

【事業の進捗の見込み】
・平成31年4月に実施計画調査着手し、建設段階への移行に向けて、計画
的な事業進捗を図って行く。

【コスト縮減等】
・北上川上流ダム再生事業では、ゲート改良の見直し（部材再利用）
や、堤体材料採取地の見直し等によるコスト縮減を図る。また、最新の
知見、新技術やICT技術を活用した設計・計画・施工等を設計段階から盛
り込み、品質確保及び工期短縮ができるよう、引き続き工夫していく。
・平成30年度に実施した新規事業採択時評価において、「洪水調節」を
ダム再生案（北上川上流ダム再生事業）とそれ以外の代替案とで複数案
を評価している。その結果、総合的な評価として、コストや時間的な観
点、実現性等の評価軸から、ダム案（北上川上流ダム再生事業）を優位
と評価している。

貨幣換算が困難な効果等
による評価



2,795

貨幣換算が困難な効果等
による評価

費用の内訳
Ｂ／Ｃ

費用便益分析

事 業 名
事業主体

対応
方針

担当課
（担当課長名）

便益の内訳及び主な根拠

水管理・国土保全局
治水課

(課長　笠井 雅広)
継続

・河川整備基本方針規模
の洪水が発生した場合、
成瀬ダムの完成により浸
水面積は約400ha、浸水区
域内の最大孤立者数（避
難率40％）は、約9％（約
1,500人）、想定死者数
（避難率40％）は17％
（約60人）の軽減が期待
できる。

1.1

【内訳】
　事業費：2,453億円
　維持管理費：77億円

2,531

【内訳】
　被害防止便益：869億円
　流水の正常な機能の維持に関す
る便益：1,910億円
　残存価値：17億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
　年平均浸水軽減戸数：155戸
　年平均浸水軽減面積：45ha

流水の正常な機能の維持に関する
便益
　流水の正常な機能に関して成瀬
ダムと同じ機能を有するダムを代
替施設とし、代替法を用いて計上

該当
基準

総事
業費

（億円）
貨幣換算した便益:B(億円) 費用:C(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）

・事業の内容（総事業費、工期）を変更しようとする事業に該当するた
め、再評価を実施。

【投資効果等の事業の必要性】
・雄物川流域では、昭和22年7月、平成19年9月、平成23年6月、平成29年
7月・8月、平成30年5月、令和5年7月洪水等により甚大な浸水被害が発生
している。
・平成6年、平成24年の渇水は、渇水期間が長く、平成6年は上流部で上
水道の減圧給水や時間給水を実施し、令和元年は7月の降雨量が平年の3
～5割程度となり各利水者（かんがい、水道など）が番水や節水の呼びか
けなどの対応を行った。
・秋田県の人口は近年減少傾向にあり、雄物川流域内市町村の人口も減
少傾向にあるが、一方で、雄物川流域内市町村の世帯数は増加傾向にあ
る。
・雄物川流域内の農業産出額は減少傾向にあるものの、依然、その半数
は米による産出額が占めている。

【事業の進捗の見込み】
・成瀬ダム建設事業は、昭和58年に実施計画調査着手し、令和元年10月
にダム堤体打設を開始した。
・平成13年の基本計画官報告示以来、現在までで利水計画見直し、工期
変更やダム型式（台形CSGに変更）に関する基本計画変更を実施してい
る。
・引き続き、堤体打設を進め、計画的な事業進捗を図っていく。

【コスト縮減等】
・成瀬ダム建設事業では、材料品質の迅速判定技術による材料採取の合
理化や、材料ストック計画見直しによる積込運搬費用の縮減などにより
コスト縮減を図っている。
・平成25年に実施した成瀬ダム建設事業の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」に基づいて
代替案を複数の評価軸ごとに評価し、最も有利な案は、現計画案と評価
している。
・今回の成瀬ダム建設事業基本計画の総事業費の変更においても、治水
（洪水調節）、新規利水、流水の正常な機能の維持の目的別の総合評価
では、「現計画案」が最も有利とのダム検証時の評価を覆すものではな
い。

2,600その他
成瀬ダム建設事業

東北地方整備局



2,335360

総事
業費

（億円）

費用便益分析

Ｂ／Ｃ
便益の内訳及び主な根拠 費用の内訳

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)
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）
事 業 名
事業主体

該当
基準

長期間継
続中

大町ダム等再編事
業

北陸地方整備局

【内訳】
　被害防止便益：2,330億円
　残存価値：4.9億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
　年平均浸水軽減戸数：303戸
　年平均浸水軽減面積：69ha

・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であるた
め、再評価を実施

【投資効果等の事業の必要性】
・想定氾濫区域内にかかる市町村の人口は減少傾向であるが、世帯数は
増加傾向である。
・信濃川上流部は、資産の集中する長野市や北陸新幹線、長野自動車
道、上信越自動車道などの高速交通機関をはじめとした交通基盤整備に
より広域交通体系の結節点としての拠点性、地域優位性を持っている。
・信濃川中・下流部は、政令指定都市新潟市、地方都市の長岡市や関
東、北陸、中部等の各地域を結ぶ基幹交通ネットワークを構成する上越
新幹線、北陸自動車道、関越自動車道等の交通網が発達しており、地域
の経済活動や物流にとって非常に重要なエリアである。
・善光寺などの豊富な観光資源を活用した観光産業は高速交通網の発達
も追い風となり発展している。

【事業の進捗の見込み】
・本事業の実施においては、犀川、千曲川、信濃川の治水安全度の向上
のために、新たに洪水調節機能を確保することの重要性に鑑み、現地条
件等（土砂流出・環境保全）を踏まえたリスク対応策の検討や近年の建
設産業界の課題等を踏まえ、コスト縮減、事業効率化の検討を行うな
ど、効果の継続的発現に向けた最適な土砂対策計画等について検討して
いる。
・事業の推進に対する地元からの強い要望もあることから、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。

【コスト縮減等】
・建設残土を近隣の公共事業等に活用を図るなど事業効率化等の検討を
踏まえ、コスト縮減に努める。
・特に土砂輸送用トンネルは、山岳トンネルの地質面の不確定要素に対
応するため、AIによる地山評価予測や掘進時の観測データを反映した支
保工パターンの検討等、施工者の技術力やノウハウを取り入れる事によ
り、施工の高速性、確実性向上に努めている。
・第５回大町ダム等再編事業監理委員会（令和6年6月）では、「今後も
リスク対応について注視するとともに、事業効率化等の検討を図るこ
と」との意見をふまえ、大町ダム等再編事業監理委員会に諮りながら適
切に事業進捗、事業監理を行っていく。

・信濃川水系河川整備計
画の整備の目標と同規模
の洪水を想定した場合、
大町ダム等再編事業を実
施しない場合、想定死者
数が792人（避難率
40％）、災害時要配慮者
数が96,157人、最大孤立
者数が、102,126人（避難
率40％）、電力停止によ
る影響人口が162,129人と
想定されるが、大町ダム
等再編事業を実施した場
合、想定死者数が733人、
災害時要配慮者数が
94,695人、最大孤立者数
が100,271人、電力停止に
よる影響人口が156,678人
に軽減される。

7.3

【内訳】
　事業費：196億円
　維持管理費：124億円

320 継続
水管理・国土保全局

治水課
(課長　笠井 雅広)



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）

・事業の内容（総事業費、工期）を変更しようとする事業に該当するた
め、再評価を実施

【投資効果等の事業の必要性】
・河川整備計画の目標規模の大雨（S58.9）が降ったことにより想定され
る浸水が発生した場合の被害は、浸水面積約2万ha、被災人口約38万人、
浸水家屋数約15万世帯であるが、新丸山ダムの整備を実施することで被
害が発生しない。
・既設阿木川ダム及び味噌川ダムの不特定補給とあわせて、新丸山ダム
に不特定容量1,500万m3を確保することにより、既得取水の安定化を図る
とともに、1/10規模の渇水に対して、木曽成戸地点において河川環境の
保全等のために必要な流量50m3/s（維持流量）の一部である40m3/sを確
保（確保流量）できる。
・新丸山ダムの建設により、ダム湖の水面（常時満水位）が上昇するこ
とで、丸山発電所及び新丸山発電所における最大出力を188,000kWから
210,500kWに増量する。

【事業の進捗の見込み】
・令和3年度からダム本体工事に着手。設計及び関連工事を実施中。令和
6年度から本体打設の着手予定。
・転流工の工事を継続するとともに、付替国道418号の八百津町潮南地区
から恵那市飯地地区間の延長約3.5km及び、付替県道大西瑞浪線約0.9km
の整備を実施する。

【コスト縮減等】
・学識経験者等の委員で構成する、「新丸山ダム事業費等監理委員会」
を平成20年8月に設置し、各年度の予算と事業内容、コスト縮減策等につ
いて意見を頂いている。引き続き、各段階において社会経済情勢を踏ま
えつつ、新技術や最新の知見を用いて、これまで以上にコスト縮減、工
期短縮、生産性向上に努める。
・本体コンクリート打設に関しては、骨材の製造から打設までの一連の
工程を集中監視室で制御する自動自律化の取り組みを進めている。建設
現場の生産性の向上を図ることはもとより、建設労働者の負担軽減や安
全性の向上に努める。
・新丸山ダムの検証に係る検討において、洪水調節（21案立案し6案を詳
細検討）、流水の正常な機能の維持（11案立案し4案詳細検討）につい
て、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「新丸山
ダム案」と評価している。現時点においても、ダム検証時に実施した代
替案との比較を行ったところ、「新丸山ダム案」が最も有利であること
を確認している。

・河川整備計画の目標規
模の大雨が降ったことに
より想定される浸水が発
生した場合、想定死者数
は約133人、最大孤立者数
は約17万人、機能低下す
る医療施設（診療所等を
除く）は15施設、社会福
祉施設は368施設、国道1
号等の交通途絶は80路線
と推定されるが、整備を
実施することですべての
被害が発生しない。

2.1
【内訳】
　事業費：4,988億円
　維持管理費：85億円

該当
基準

【内訳】
　治水便益：6,111億円
　流水の正常な機能の維持に関す
る便益：4,389億円
　残存価値：102億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
  年平均浸水軽減戸数：1,958戸
　年平均浸水軽減面積：261ha

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
て新丸山ダムと同じ機能を有する
ダムを代替施設とし、代替法を用
いて計上

10,6024,100その他

総事
業費

（億円）
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

事 業 名
事業主体

継続
水管理・国土保全局

治水課
(課長　笠井 雅広)

5,073

対応
方針

担当課
（担当課長名）

新丸山ダム建設事
業

中部地方整備局



その他 1,070 2,132 1,510 1.4

・河川整備計画目標規模
相当（年超過確率1/50の
規模）の洪水が発生した
場合、事業実施前には災
害時要援護者数が約
17,300人、最大孤立者数
（避難率40％）が約
21,900人、電力停止によ
る影響人口が約25,900人
と想定されるが、事業実
施により災害時要援護者
数が約17,000人、最大孤
立者数（避難率40％）が
約20,900人、電力停止に
よる影響人口が約23,600
人に軽減。

継続
水管理・国土保全局

治水課
(課長　笠井 雅広)

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

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）

便益の内訳及び主な根拠

・事業の内容（総事業費、工期）を変更しようとする事業に該当するた
め、再評価を実施

【投資効果等の事業の必要性】
・那賀川流域の人口は減少傾向であるが、資産が集中している国管理区
間の那賀川下流地区は横ばい傾向、耕地面積については減少傾向が落ち
着きを見せはじめている。
・流域内には、各分野の国内外でトップシェアを誇る企業の工場が存在
している。それらの企業に関連して、製造品出荷額（阿南市・小松島
市・那賀町）は、ここ数年で5,000億円以上の高い水準を維持しており、
那賀川流域（阿南市内）の主要企業では、従業者数は約8,000人以上を維
持している。

【事業の進捗の見込み】
・令和5年度末までの事業費約665億円、進捗率約62％（事業費ベース）

【コスト縮減等】
・長期的な堆砂対策においても新技術、新工法の採用による工事コスト
の縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用、
掘削土砂の有効活用等により、総コストの縮減に努めていくこととす
る。

費用の内訳

長安口ダム改造事
業

四国地方整備局

【内訳】
　被害防止便益：1,784億円
　流水の正常な機能の維持
に関する便益：324億円
　残存価値：24億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
　年平均浸水軽減戸数：323戸
　年平均浸水軽減面積：123ha

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、長安口ダム改造事業と同等の
機能を有するダムを代替施設と
し、代替法を用いて計上。

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

【内訳】
　事業費：1,326億円
　維持管理費：184億円



※１ 前回評価時において実施した費用便益分析の要因に変化が見られないことなどから、前回評価の費用便益分析の結果を用いている。

・再評価を実施後一定期間（3年間）が経過している事業であるため、再
評価を実施

【事業を巡る社会経済情勢等の変化】
・大淀川下流部に位置する宮崎市は、東九州自動車道や宮崎自動車道、
国道10号をはじめとする道路網の整備が進んだことにより、市街地の開
発・拡大が進み、人口も増加した後、近年は概ね横ばいとなっている。
・宮崎県全体の農業産出額は、直近10ヶ年でも約1.1倍に伸びており、そ
のうち大淀川流域内(うち宮崎県内)市町村の産出額は過半を占めるな
ど、大淀川流域は、日本有数の農畜産県を最も支えている地域となって
いる。
・令和5年10月に大淀川下流改修期成同盟会において岩瀬ダム再生事業の
早急かつ着実な推進について要望。

【事業の進捗の見込み】
・岩瀬ダム再生事業は、令和5年度迄に地質調査・解析や構造検討等を実
施中である。事業費ベースで約4.3％【約21.7億円/約500億円(税込)】
(令和5年度末)の事業進捗となっており、今後引き続き実施計画調査を進
め、建設事業に移行した場合には、令和15年度に完了する見込みであ
る。
・大淀川流域の方々から早期に完成を望む声が大きく、地元自治体等か
らの協力体制も確立されている。

【コスト縮減や代替案立案等の可能性について】
＜コスト縮減＞
・設計や検討段階や施工段階への移行も踏まえ、インフラDXの活用やそ
の他新技術の積極的な活用等による事業の効率化に努めるなどのコスト
縮減に努めていく。

＜代替案立案等の可能性＞
・「大淀川水系河川整備計画(H30.6変更)」で位置付けられた「岩瀬ダム
の有効活用」による洪水調節効果と同等の効果を発揮し、洪水を安全に
流下させることのできる対策案として、4案を比較し、大淀川の社会経済
上の重要性、財政の制約、治水効果の早期発現、並びに現在の技術レベ
ルでの環境負荷の大小等を総合的に評価して、河道整備とあわせた既設
ダム再生事業により、水位低下を図る案を採用しており、現時点におい
てもコスト面での優位性に変化はなく、総合的な評価結果には影響を与
えないことを確認している。

継続781500再々評価
岩瀬ダム再生事業

九州地方整備局

・基本方針規模の洪水が
発生した場合、ダム再生
事業の完成により、浸水
想定区域内人口は約
71,000人、 避難行動要支
援者数は約28,600人、想
定死者数約610人、電力停
止による影響人口約
57,000人の人的被害が軽
減されると想定される。

・整備計画目標とする平
成17年9月洪水と同規模の
洪水が発生した場合、ダ
ム再生事業の完成によ
り、浸水想定区域内人口
は約55,000人、避難行動
要支援者数は約23,000
人、想定死者数約180人、
電力停止による影響人口
約35,000人の人的被害が
解消されると想定され
る。

2.2
※１

【内訳】
　事業費：343億円
　維持管理費：4.3億円

348

対応
方針

費用便益分析

貨幣換算が困難な効果等
による評価

担当課
（担当課長名）

貨幣換算した便益:B(億円) 費用:C(億円)
事 業 名
事業主体

該当
基準

総事
業費

（億円）

【内訳】
　被害防止便益：769億円
　残存価値：12億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
　年平均浸水軽減世帯数：197世
帯
　年平均浸水軽減面積：18ha

Ｂ／Ｃ
便益の内訳及び主な根拠 費用の内訳

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）

水管理・国土保全局
治水課

(課長　笠井 雅広)



その他 2,100 3,243 3,149 1.03 － 継続
水管理・国土保全局

治水課
(課長　笠井 雅広)

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

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）

・事業の内容（総事業費、工期）を変更しようとする事業に該当するた
め、再評価を実施

【投資効果等の事業の必要性】
・南摩ダム下流の思川沿川地域では、近年においても、平成27年9月、令
和元年10月に洪水被害が発生している。
・利根川では、平成2年から令和5年の間に9回の渇水が発生している。思
川流域沿川では、堰により河川から取水した流水を農業用水等に利用し
ており、平成8年、13年には渇水となり、取水が困難となったほか、河川
では流量が減少したことにより河川環境に影響が生じた。

【事業の進捗の見込み】
・ダム本体・導水路・送水路、管理設備、付替林道の工事の進捗を図っ
ている。

【コスト縮減等】
・平成21年度より関係自治体、利水者からなる「思川開発事業監理協議
会」を設置し、事業費縮減及び事業工程管理等に努めるとともに、工法
の工夫や新技術の積極的な採用等により、一層のコスト縮減に努めてい
る。
・今回の総事業費の変更を考慮したとしても、ダム案と代替案とのコス
ト面での優劣に変化はなく、ダム案が優位との総合的な評価の結果には
影響を与えないことを確認している。

事 業 名
事業主体

該当
基準

思川開発事業

独立行政法人水資
源機構

【内訳】
　被害防止便益：224億円
　流水の正常な機能の維持に関す
る便益：2,933億円
　残存価値：85億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
　年平均浸水軽減戸数：15戸
　年平均浸水軽減面積：13ha

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、思川開発事業と同じ機能を有
する施設を代替施設とし、代替法
を用いて計上

【内訳】
　事業費：2,979億円
　維持管理費：169億円

対応
方針



※ 本資料については、検討主体から国土交通大臣に報告された、ダム事業の検証に係る「検討結果の報告書」等に基づき作成している。

木曽川水系連絡導
水路事業
独立行政法人水資
源機構

その他 2,270 2,584

【内訳】
流水の正常な機能の維持（異常渇水時
の緊急水の補給）に関する便益：
2,577億円
残存価値：7億円
【主な根拠】
流水の正常な機能の維持（異常渇水時
の緊急水の補給）に関する便益：
　徳山ダムの木曽川への渇水対策容量
約4,000万m3と同等の貯水容量を持つ
代替ダムを木曽川に建設する費用と、
長良川の流水の正常な機能の維持を図
るために最大4m3/sを長良川を経由し
て木曽川に導水する施設を建設する費
用

2,005

【内訳】
　建設費  1,883億円
　維持管理費122億円

1.3

・水利用が集中している
木曽川においては、平成
元年～令和4年において25
回の取水制限が行われて
いる。この地域の市民生
活や社会経済活動に大き
な影響を与えた平成6年渇
水以降において、新たな
水源施設として長良川河
口堰、味噌川ダムが完成
し、給水が開始された
が、渇水による取水制限
が頻繁に行われている。
・平成6年の渇水では、こ
の地域の水源となってい
る岩屋ダム、牧尾ダム、
阿木川ダムが枯渇し、長
時間にわたり断水する
等、市民生活や社会経済
活動に大きな影響を与え
た。また、木曽川の木曽
成戸地点で流量がほぼ
0m3/sまで減少し、河川環
境に深刻な影響を与え
た。
・事業の実施により、こ
れらの渇水被害が軽減さ
れる。

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

・木曽川水系連絡導水路事業のダム検証を実施。

①事業の必要性等に関する視点
・木曽川水系の流域内は、名神高速道路等の高速道路、東海道新幹線
等、国土の基幹をなす交通の要衝となっている。さらに東海環状自動車
道等の整備により新たな工場進出が見られるなど、地域開発や市街化が
進むことが予想される。
・この流域内の人口は約292万人で、近年人口に大きな変化はない。
・現在、環境調査を実施している。
・令和6年3月末までに事業費約59億円を投資。進捗率約3％（事業費ベー
ス：総事業費約2,270億円に対する進捗率）

【検証対象ダム事業等の点検】
・総事業費及び工期の点検について、現在保有している技術情報等の範
囲で「木曽川水系連絡導水路事業に関する事業実施計画（平成20年8
月）」に定められている総事業費及び工期について点検を行った結果、
令和6年度以降を対象とした残事業費は、リスク対策費を除き約2,012億
円であることを確認した。また、完成までの工期については、工事着手
から事業完了までに概ね9年を要する見込みで、この他、工事着手までに
調査・設計・用地補償等に3年程度かかることを確認した。

②事業の進捗の見込み、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
【目的別の検討】
「利水」
・利水参画者に対し、事業参画継続の意思があること、必要な開発量は
4.0m3/sであることを確認した。
・検討主体において、必要量の算出が妥当に行われていることを確認し
た。
・利水参画者に確認した必要な開発量を確保することを基本として、木
曽川水系連絡導水路案を含む4案の利水対策案を抽出し、6つの評価軸に
ついて評価した。
・各評価軸についての評価を行った上で、目的別の総合評価を実施した
結果、「木曽川水系連絡導水路案」が有利と評価した。

「流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）」
・河川整備計画において想定している目標と同程度の目標を達成するこ
とを基本として、木曽川水系連絡導水路案を含む4案の流水の正常な機能
の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案を抽出し、6つの評価軸につ
いて評価した。
・各評価軸についての評価を行った上で、目的別の総合評価を実施した
結果、「木曽川水系連絡導水路案」が有利と評価した。

【検証対象ダムの総合的な評価】
・各目的別の検討を踏まえて、検証の対象とする事業（木曽川水系連絡
導水路事業）に関する総合的な評価を実施した。
・利水、流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）につい
て最も有利な案は「木曽川水系連絡導水路案」となり、全ての目的別の
総合評価の結果が一致した。よって、総合的な評価において、最も有利
な案は、「木曽川水系連絡導水路案」であると評価した。

継続
水管理・国土保全局

治水課
（課長　笠井雅広）



その他 500 1,329 446 3.0

・事業実施前後で、平成
17年9月洪水において災害
時要援護者数が約2,900人
減、想定死者数（避難率
40％）が約170人減、電力
の停止による影響人口が
約5,300人減と想定。

継続
水管理・国土保全局

治水課
(課長　笠井 雅広)

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）

早明浦ダム再生事
業

独立行政法人水資
源機構

【内訳】
　被害防止便益：1,313億円
　残存価値：16億円

【主な根拠】
洪水調節に係る便益
　年平均浸水軽減戸数：90戸
　年平均浸水軽減面積：30ha

【内訳】
　事業費：436億円
　維持管理費：10億円

・事業の内容（総事業費）を変更しようとする事業に該当するため、再
評価を実施

【投資効果等の事業の必要性】
・吉野川では早明浦ダム完成以降にも洪水による被害が発生しており、
さらにダムの計画最大流入量（4,700m3/s）を超える洪水が4回発生して
いる。
・平成17年9月洪水は早明浦ダムでは計画最大流入量4,700m3/sを超える
流入量を記録したが、渇水であり有効貯水率3％（利水貯水率0％、発電
専用のみ）であったことから、ほとんど全量の洪水を貯留し、下流の被
害軽減に寄与した。
・早明浦ダムが渇水ではなく利水容量が満水の状態で平成17年9月洪水を
迎えた場合は洪水調節容量が満杯となり、ダムへの流入量をそのまま放
流することとなることでダム下流の流量が増大し、甚大な被害が発生し
ていたと想定される。

【事業の進捗の見込み】
・令和5年度より本体工事（放流設備の増設工事）に着手し、令和6年度
より増設洪水吐き工事、上流仮締切設備工事、工事用道路などを実施予
定。

【コスト縮減等】
・「早明浦ダム再生事業費等監理委員会」を開催し、学識者等からコス
ト縮減に関するご意見をいただき、監理の充実を図るとともに、工法の
工夫や新技術の積極的な採用等により、コスト縮減に努めていくことと
する。

対応
方針

事 業 名
事業主体

貨幣換算した便益:B(億円)
担当課

（担当課長名）
費用:C(億円)

Ｂ／Ｃ
便益の内訳及び主な根拠 費用の内訳


