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１．道路の整備の変遷
・道路施策の変遷

２．社会資本（インフラ）を取り巻く厳しい状況

・社会資本の老朽化の現状
・長寿命化計画の取り組みの状況
・社会資本の維持管理・更新の現状
・近畿地方整備局の道路の予算及び事業

３．近畿地方整備局管内の橋梁の現況と課題

・日本の橋梁の現状
・近畿地方整備局管内の橋梁の現状
・課題と対策及び今後の方針
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１．道路施策の変遷

２



名阪国道 針ＩＣ（昭和４０年）名阪国道 天理東ＩＣ付近（昭和４０年）

第二阪神国道開通祝賀パレード
（住吉川西）（昭和３８年）

第二阪神国道安治川大橋供用
（昭和４１年）

１号 東山バイパス供用
（京都東山ＩＣ）（昭和４２年）

昭和３０年代～４０年代前半の国道

１号 瀬田川大橋開通式（昭和３４年）

３



名神高速道路開通（昭和３８年）

大阪万博開催（昭和４５年）東海道新幹線開通（昭和３９年）

１７１号 池田バイパス完成時
終点付近（昭和４５年）

東京オリンピック開催（昭和３９年）

昭和３０年代～４０年代

４



道路施策の変遷

（戦後） 1950年代 1960年代 1970年代 1990年代～現在

○地域高規格道路（93）

○渋滞対策プログラム（88）

○VICS、情報BOX開始（96）

【計画的な道路管理】

計画の策定（07）

1980年代

主
要
な
政
策

S20年代 S30年代 S40年代 S50年代 S60－H7 H7－

【広域交通基盤の構築】
○初の高速道路（名神）開通（63）

○7600kmのﾈｯﾄﾜｰｸ計画（66）
○14000kmのﾈｯﾄﾜｰｸ計画（87）

【道路の信頼性の向上】

○第１回防災総点検（63）

（飛騨川バス転落事故）

○道路橋設計基準改定（95）

（阪神・淡路大震災）

【地域づくり・まちづくり】
○第１次全国総合開発計画（62）

○地方生活圏の整備（71）
○電線類地中化開始（87）

【交通安全・福祉対策】

○交通安全五計開始（71）

○歩車共存道路

○バリアフリー法（00）

【都市圏の交通円滑化】

○連続立体交差事業創設（68）
○都市圏交通円滑化

【環境対策】

○騒音環境基準（71）○沿道法（80）

○NOｘ環境基準（78）

○京都議定書（97）

（COP３）

【高度情報化への対応】

○路車間情報ｼｽﾃﾑの

○長寿命化修繕

戦後の荒廃と泥道・砂利道の克服
近代道路行政の諸制度の構築

モータリゼーションの飛躍的進展、高度経済
成長の基盤としてのネットワークの構築

情報、環境、福祉等時代の
新たな要請への対応

○ETC開始（00）
研究開発（84）

○国道等の舗装や改良

○諸制度の構築
・現行道路法公布（52）
・道路特定財源（53）
・第１次道路整備五箇年計画（54）
・日本道路公団設立

総合対策事業（99）

道路施策の変遷

５

H２４ー

メンテ
ナンス
元年

※自動車の利用者が道路の維
持・整備費を負担する、受益者負
担の原則に基づく、かつて存在し
た日本の目的税。



６

笹子トンネル (天井板落下)事故の概要

○事故原因（複合的な原因）
・アンカーボルトの接着不足
・風圧荷重が予想以上であった
・アンカーボルトの劣化
・１２年間ボルトが未点検

【供用から３５年のトンネル】



道路メンテナンス技術小委員会の設置及び調査・検討について

７

第２回 平成２５年２月２５日開催

第４回 平成２５年１月２５日開催



社会資本メンテナンス戦略小委員会緊急提言（案）

本格的なメンテナンス時代に向けたインフラ政策の総合的な充実

８



道路構造物の今後の維持管理（案）
（道路メンテナンス技術小委員会資料 ２／２５より）

９



２．社会資本（インフラ）を取り巻く厳しい状況

１０



〔建設後50年以上経過する社会資本の割合〕

資料）国土交通省

社会資本の老朽化の現状

高度成長期に大量に整備された道路、河川、下水、港湾等について、社会資
本全体の老朽化が急速に進行することが想定される。

１１

※２ｍ以上は、約６０～７０万橋



〔施設ごとの長寿命化・老朽化対策の進捗率〕

各施設の長寿命化計画の取組状況

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日閣議決定）において、長寿命化計
画策定を目標として設定し、推進しているところ。

１２



１３

近畿地方整備局の長寿命化修繕計画

■長寿命化修繕計画リスト

※近畿地方整備局ホームページに掲載

近畿地方整備局で管理している３，８８４橋（２ｍ以上）について、点検予定
及び補修予定を公表しています。



我が国では、社会資本が高度経済成長期を中心に大量に整備・蓄積され、それらに必要となる維持管理・更新
費は、着実に増大しています。このような状況を客観的に把握するため、国土交通省所管の社会資本(道路、
港湾、空港、公共賃貸住宅、下水道、都市公園、治水、海岸)を対象に、平成42年(2030年)までの維持管理・
更新費の推計を行ったところ、2023年（H35年）頃には投資可能総額が不足する結果となった。

平成17年度 国土交通白書

国土交通省所管の社会資本の維持管理・更新費の現状

※ 国が管理主体の社会資本については、2005年度(H17年度)以降対前年比マイナ
ス3％、地方が管理主体の社会資本については、対前年比マイナス5％投資 １４

※公共投資の抑制

※投資総額が不足

２００５年（H17）

２０２３年（H３５）



①中部縦貫自動車道（直轄）H28
②舞鶴若狭自動車道H26
③鳥取豊岡宮津道路
④北近畿豊岡自動車道（直轄）H28
⑤京都縦貫道路（直轄）H26
⑥新名神H28※地元協議が順調に進捗した場合

⑦湾岸線
⑧京奈和自動車道（直轄）H27
⑨近畿自動車道紀勢線（直轄）H2７

１５

①

②③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

近畿管内の主な道路事業

近畿の主な道路事業

H28供用予定H28供用予定
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※Ｈ２２以降は工事関係費のみ。業務取扱費を除く。

（億円）

近畿地方整備局 直轄道路事業費の推移（当初予算）

第二京阪供用第二京阪供用

１６



【維持・修繕費（千円）】
【塗替塗装施工費（千円）】

近畿地方整備局 維持修繕費の推移
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70,000,000

維持修繕費

橋梁塗替塗装

水門塗替塗装

その他（構造物、光触媒等）

■公共事業の抑制から、平成１７年～維持・修繕費が減少（約６割）

■その影響が、維持管理の優先度の低い塗替え塗装や舗装にしわ寄せ

■年間塗替え必要額：約１２億 ⇒ 過去１０年の平均塗替え費：約３億（１／４に減少）

■塗替えサイクルの延伸や部分塗替え塗装に移行したため

【現状と課題】

注） １．平成 ５年～１６年の施工費は、精算調書のデータである。
２．平成１６年～２４年の施工費は、契約関係のデータである。

１７



３．近畿地方整備局管内の橋梁の現状と課題

１８



・我が国の橋梁（15ｍ以上）は約15．7万橋
・全国の道路橋における築後50年以上の割合は9％存在

10年後には28％、20年後には53％

日本の道路橋の現状

【建設年度別橋梁数】

出典：道路施設現況調査「橋梁現況調査」 ２０１０．４．１

【各道路種別における橋梁数】

日本の建設年度別橋梁数 １９



近畿地整管内の橋梁の現状（建設年次別の橋梁数）

近畿地方整備局が管理する道路橋（3,88４橋）のうち、全体の約３割
にあたる約1,100橋が、1950年代半ばから1970年代初め頃にかけて
の高度経済成長期に建設。

２０

大阪万博

花博



◆橋梁の年齢構成

近畿地方整備局管内において建設後50年を超える橋梁数の全管理橋梁数に占
める割合は、現在の28%から20年後には約66%まで急激に増加します。

橋梁架設後の経過年数内訳
（平成25年4月1日現在）

架設から50年経過する橋梁割合の推移

近畿地方整備局管内の橋梁の現状
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◆橋種別橋梁数

橋梁の現況（橋梁種別）

注）混合橋とは1橋に複数の橋種(PC橋/鋼橋，PC橋/RC橋など)が含まれるものをいう。

橋梁の現況（構造形式別）

注）1橋に複数の構造形式が存在するため、管理橋梁数と構造形式別橋梁数の合計は一致しない。

橋梁種別の内訳 構造形式別の内訳

近畿地方整備局管内の橋梁の現状

◆管内の主な橋梁

国道43号 伝法大橋（鋼ランガーアーチ橋）

国道29号 カラウコ大橋（単径間鋼斜張橋（箱桁））

国道27号 塩出橋（３径間連続鋼溶接方杖ラーメン橋）

国道175号 天神橋（単純鋼非合成版桁橋）

耐候性鋼材使用

２２

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

971 101 ,516 1,358 13,315 1,340 81,686 215 83,543 3,884 280 ,059

管理橋梁　合計混合橋PC橋ＲC橋鋼橋

構造形式 床版橋 桁橋 ラーメン橋 アーチ橋 トラス橋 斜張橋

比率 51.11% 46.32% 1.60% 0.67% 0.27% 0.03%

鋼橋

971橋, 25%

ＲC橋

1,358橋 35%

PC橋

1,340橋 34%

混合橋

215橋,6%

床版橋,  51%桁橋,  46%

ラーメン橋

2%(60橋)

アーチ橋

1%(25橋)

トラス橋

0.3%(10橋) 斜張橋

0.03%(1橋)
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年代別損傷橋梁数

A

S･B

C･M

万博開催前後に架設された橋梁を中心に、コンクリートの剥離・鉄筋露出等の損傷が生じ始めている

海岸沿いの厳しい条件下にある橋梁では、塩害※による損傷が著しいところもある

大阪万博

※海からの飛沫塩分などに含まれる塩化物イオンがコンクリート内に入ることにより、 鉄筋が腐食・膨張し、コンクリートにひびわれや剥離を生じさせる現象

・ H24年度末時点で点検済みの橋梁のうち約23％が「Ｃランク」と判定されています。

・Ｃ判定の橋梁は、部材の機能や、安全率の低下が著しいため、早期に修繕を実施する必要がある

橋梁の損傷状況

２３

S ９％
A ４％

C ２３％

B ６３％

E1 ０％

E2 ０％

M ０％

対策区分 判定の内容
Aランク 損傷が軽微で、補修を行う必要がない
Bランク 状況に応じて補修を行う必要がある
Cランク 速やかに補修を行う必要がある
Eランク 安全性の観点から、緊急対策が必要である
Mランク 維持工事で対応が必要である
Sランク 詳細調査が必要である



橋梁の損傷状況（原因）

※損傷を発見した箇所のうち、原因が明らかなものを集計。

２４

損傷の種類 内容

うき かぶり不足、コンクリート重点不足

剥離・鉄筋露出 かぶり不足

コンクリート補強材のうき 接着剤充填不足

定着部の異常 コンクリート充填不足

腐食 ケレン不良、グラウト充填不良

ジャンカ・豆板 締め固め不良

ひび割れ 養生不良

亀裂 溶接不良

■防水・排水不良が要因の損傷
・漏水・遊離石灰の発生
・コンクリートの浮き
・床版劣化の促進
・鋼材の腐食

【課題１】

防水・排水工不良

1902箇所, 27%

製作・施工不良

1913箇所, 27%品質の経年劣化, 

947箇所, 13%

塩害

800箇所, 11%

乾燥収縮・温度応力, 332

箇所, 5%

疲労, 326箇所, 5%

中性化, 304箇所, 4%

材料劣化, 300箇所, 4%

アルカリ骨

材反応

213箇所, 3%

凍害

5箇所,0.1%

その他の原因,

907箇所, 2%



1号, 38 橋, 10%

2号, 53 橋, 14%

8号, 17 橋, 5%

9号, 22 橋, 6%

21号, 14 橋, 4%

24号, 40 橋, 11%
25号, 22 橋, 6%

26号, 30 橋, 8%

27号, 4 橋, 1%

29号, 4 橋, 1%

42号, 23 橋, 6%

43号, 26 橋, 7%

161号, 21 橋, 6%

163号, 9 橋, 2%
165号, 3 橋, 1%

171号, 28 橋, 8%

175号, 15 橋, 4%

176号, 1 橋, 0%
481号, 2 橋, 1%

2号, 5 橋, 6%
8号, 4 橋, 4%

9号, 1 橋, 1%

26号, 2 橋, 2%

27号, 3 橋, 3%

28号, 4 橋, 4%

42号, 44 橋, 

48%

161号, 29 橋, 

32%

1号, 4 橋, 5%

2号, 47 橋, 

56%

8号, 5 橋, 6%

9号, 1 橋, 1%

24号, 4 橋,5%

25号, 2 橋,3%

26号, 11 橋, 

13%

27号, 1 橋,1%

28号, 2 橋,2%

29号, 1 橋,1%
42号, 1 橋,1%

43号, 3 橋,4%

171号, 1 橋, 

1%

175号, 1 橋,1%

橋梁の損傷状況（三大損傷の路線別内訳）

※損傷を発見した箇所のうち、原因が明らかなものを集計。

コンクリート中の鉄筋、PC鋼材が、塩化物
イオンの侵入により腐食することで、コンク
リートにひび割れや剥離が生じる損傷

塩 害

コンクリート中の鉄筋、PC鋼材が、塩化物
イオンの侵入により腐食することで、コンク
リートにひび割れや剥離が生じる損傷

塩 害

繰り返し加重による疲労が蓄積され、
鋼部材であれば亀裂が生じ、RC床版で
あればひび割れが生じる損傷

鋼製部材の疲労

RC床版の疲労

疲 労

繰り返し加重による疲労が蓄積され、
鋼部材であれば亀裂が生じ、RC床版で
あればひび割れが生じる損傷

鋼製部材の疲労

RC床版の疲労

疲 労

コンクリートの骨材に反応性の鉱物が含
まれていた場合、コンクリート中のアルカ
リ性の水分と反応し、骨材が異常膨張し
て亀甲状のひび割れが生じる損傷

ASR

コンクリートの骨材に反応性の鉱物が含
まれていた場合、コンクリート中のアルカ
リ性の水分と反応し、骨材が異常膨張し
て亀甲状のひび割れが生じる損傷

ASR

２５

【課題２】

・海岸部・海岸部
・凍結防止剤・凍結防止剤

塩 害(Ｃ＋Ｓ＋Ｂ) アルカリ骨材反応（Ｃ＋Ｓ＋Ｂ）

疲労（鋼部材、床版Ｃ＋Ｓ＋Ｂ）

９９橋

３７３橋鋼部材１７６橋
床版 ２６３橋

８４橋



２６

【課題１】

課題と対策及び今後の方針

★防水・排水不良が要因の損傷
・漏水・遊離石灰の発生
・コンクリートの浮き
・床版劣化の促進
・鋼材の腐食

①新都市社会技術融合創造研究会（産・学・官）
・滞水や漏水のない排水構造と排水設備の維持・更新戦略
・排水設備の機能的長寿命化に資する排水構造と架設精度
・既設橋梁の耐久性向上に資する改善手法

②塗替え塗装仕様
・素地調整の重要性→１種ケレン（ブラスト）
・部分塗替えの試行運用→支点部等腐食が発生し易い部分

③鋼橋の塗膜劣化及び腐食対策
・橋梁支点部の延命化対策（重防食塗装等）
・新設橋梁の構造的な対策（事務連絡）→桁端部及び橋台構造

★疲労亀裂
・塗膜割れ４，０２６箇所（A橋）

【課題２】
①新都市社会技術融合創造研究会（産・学・官）

・鋼橋の疲労亀裂調査の効率化に関する研究
・塗膜割れ発見後のスクリーニング方法の検討

②疲労亀裂箇所のデータベース化
・重点調査をすることで点検効率化

【課題３】
★老朽橋の更新計画

・橋歴８０年以上６９橋
①健全性評価

・健全性評価手法の検討
・橋梁点検が２巡目を迎え、健全性を評価し維持修繕計画の策定

②更新計画
・将来の高齢化に向けて準備が必要

【対策及び方針】

【対策及び方針】

【対策及び方針】



桁端部支点上の腐食

主桁ウェブ

支承

１．桁端部の腐食因子
①伸縮装置からの漏水
②土砂塵埃の堆積による湿潤状態

２．腐食の抑制対策（案）
①伸縮装置の排水構造の検討
②定期的に土砂清掃を実施

主桁下フランジの腐食

主桁ウェブ

主桁下フランジ

１．漏水の影響
床版からの漏水が主桁ウェブ面を伝わり当該箇所に
集中する為、腐食が促進される。

３．塗装作業の影響
溶接部は塗料が付きにくい箇所である為、一般部
に比べて腐食が生じやすい。

２．凍結防止剤の影響
路面に散布された凍結防止剤が漏水に伴い当該箇
所に集中する為、腐食が促進される。

【腐食】

鋼橋の腐食損傷事例

２７

ウェブ フランジ

【課題１】



２８

要 因 寄与率（％）

素地調整

（素地調整１種と２種の差）
４９．５

塗装回数

（１回塗りと２回塗りの差）
１９．１

塗料の種類

（塗装系の違い）
４．９

その他

（塗装技術、気候など）
２６．５

■塗替え塗装における素地調整の重要性

表表 塗装系と素地調整が防食性に及ぼす影響塗装系と素地調整が防食性に及ぼす影響

（出典；関西鋼構造物塗装研究会：最新－わかりやすい塗装のはなし（出典；関西鋼構造物塗装研究会：最新－わかりやすい塗装のはなし 塗る，塗る，1994.31994.3））

素地調整の重要性 「鋼橋の部分塗替え塗装に関する講習会」（平成２２年９月１６日）
講師：(財)土木研究センター 審議役 中野正則氏 講演資料より



２９１種ケレン（Rc-Ⅰ）実施箇所 ３種ケレン（Rc－Ⅲ）実施箇所

■モニタリング調査（重防食塗装後、１年経過時の発錆状況比較）

１種ケレン（ブラスト使用） ３種ケレン（動力工具使用）

■素地調整の程度の比較

発錆の兆候なし 発錆の兆候あり

塗替えと素地調整の方法塗替えと素地調整の方法 「鋼橋の部分塗替え塗装に関する講習会」（平成２２年９月１６日）
講師：(財)土木研究センター 審議役 中野正則氏 講演資料より



■補修塗装の方法■補修塗装の方法

塗り重ね部局部補修塗装（重防食）

Rc-IV塗装系

鉛系さび止めペイント１種（下塗り）

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（下塗り）

旧塗膜

可能な限り小さくする

塗膜健全部腐 食 部

１種ケレン

４種ケレン（活膜残し）

Rc-I 塗装系
（旧塗膜；Ｂ－１塗装系）（旧塗膜；Ｂ－１塗装系）

塗替え塗装仕様事例 「鋼橋の部分塗替え塗装に関する講習会」（平成２２年９月１６日）
講師：(財)土木研究センター 審議役 中野正則氏 講演資料より

３０



■鋼道路橋の部分塗替え塗装要領（案）の試行運用

部分塗替え塗装要領（案）

３１



鋼橋の塗膜劣化及び腐食対策

■橋梁支点部の延命化対策事例（重防食塗装等）

○防食下地として、金属溶射（亜鉛・アルミ溶射等）、チタン箔シートの活用

○標準塗装への追加塗装（防食・上塗等）

○支承への高性能防錆処理の活用

■新設橋梁の構造的な対策

○橋梁支点部の延命化対策については「橋梁新設時における橋梁支点部の

延命化対策の実施について（事務連絡）平成２１年３月３１日付」で通知,

 

排水管 

支承台座 

(約150㎜) 

排水溝 

排水勾配 

作業空間の確保 

(750㎜以上) 

主桁 

橋台 

切欠き 

非排水型の伸縮装置 

(i=2～3%) 

重防食塗装 

①伸縮装置からの漏水防止対策
○非排水型の伸縮装置を採用

②橋座面の耐水防止対策
○橋座部には排水勾配を設置
○排水溝と配水管を設置

③桁端部の湿潤防止対策
○支承台座を高くとり、漏水の排水性・通風性を向上させる

④維持管理の作業空間対策
○パラペットと桁端部との空間を確保し、支承交換作業等の

作業性を向上させる
⑤予防保全対策

○桁端部の塗装仕様を重防食塗装とし、鋼材の耐食性を向
上させる

【 設計時に考慮すべき事項】

①

②

③

④

⑤
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疲労亀裂【課題２】

塗膜割れの状況

磁粉探傷（MT）による調査

ストップホールによる応急対策

当て板による恒久対策 ３３



老朽橋の健全性評価【課題３】

武庫大橋の全景（H１８土木学会選奨土木遺産）

単純RCT桁（６連）＋６径間連続RCアーチ橋＋単純RCT桁（３連）

橋梁ドクター11人による健全度診断

【診断結果】
○この形式の橋梁は非常に高い

耐荷力を有している。
○思ったより健全性が高い。
○ただし、予防保全は必要。
○特に、水対策が重要。

３４



ご静聴有り難うございました


