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Ａ 建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

施
せ

工
こう

の安
あん

全
ぜん

管
かん

理
り

、環
かん

境
きょう

保
ほ

全
ぜん

、法
ほう

規
き

制
せい

 

 

Ⅰ． 関
かん

係
けい

法
ほう

令
れい

 

１． 労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

 

① 目的
もくてき

 

この法律
ほうりつ

は、労働
ろうどう

基準法
きじゅんほう

（昭和
しょうわ

２２年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

４９号
ごう

）と相
あい

まって、労働
ろうどう

災害
さいがい

の防止
ぼ う し

のための危害
き が い

防止
ぼ う し

基準
きじゅん

の確立
かくりつ

、責任
せきにん

体制
たいせい

の明確化
めいかくか

及び
およ

自主的
じしゅてき

活動
かつどう

の促進
そくしん

の措置
そち

を講
こう

ずる等
など

、その防止
ぼうし

に関する
かん    

総合的
そうごうてき

計画的
けいかくてき

な対策
たいさく

を推進
すいしん

することにより、労働者
ろうどうしゃ

の安全
あんぜん

と健康
けんこう

を確保
かくほ

するとともに、快適
かいてき

な職場
しょくば

環境
かんきょう

の形成
けいせい

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

としています。 

② 定義
て い ぎ

 

１）労働
ろうどう

災害
さいがい

 

労働者
ろうどうしゃ

の 就 業
しゅうぎょう

に 係
かかわ

る建設物、
け ん せ つ ぶ つ  

設備
せ つ び

、原材料
げんざいりょう

、ガス、蒸気
じょうき

、粉
ふん

じん等
など

により、又
また

は作業
さぎょう

行動
こうどう

そ

の他
た

業務
ぎょうむ

に起因
き い ん

して、労働者
ろうどうしゃ

が負傷
ふしょう

し、疾病
しっぺい

にかかり、又
また

は死亡
し ぼ う

することをいいます。 

２）労働者
ろうどうしゃ

 

職業
しょくぎょう

の種類
しゅるい

を問
と

わず、事業
じぎょう

又
また

は事務所
じむしょ

に使
し

用
よう

される人
ひと

で、賃
ちん

金
ぎん

を支
し

払
はら

われる人
ひと

のことです。 

３）事業者
じぎょうしゃ

 

事業
じぎょう

を 行
おこな

う人
ひと

で、労働者
ろうどうしゃ

を使用
しよう

する人
ひと

のことです。 

③ 労働者
ろうどうしゃ

の責務
せきむ

 

労働者
ろうどうしゃ

は、労働
ろうどう

災害
さいがい

を防止
ぼ う し

するため必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を守
まも

るほか、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

、その他
ほか

の関
かん

係
けい

者
しゃ

が実
じっ

施
し

する、労
ろう

働
どう

災
さい

害
がい

の防
ぼう

止
し

に関
かん

する措置に
そち

、 協力
きょうりょく

するように努
つと

めなければ

なりません。 
 
 



２ 
一般社団法人日本機械土工協会 

④ 労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

等
など

の構成
こうせい

 

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

 労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

施行令
し こ う れ い

 

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

規則
き そ く

 

酸素
さ ん そ

欠乏症
けつぼうしょう

等
とう

防止
ぼ う し

規則
き そ く

 

粉
ふん

じん障 害
しょうがい

防止
ぼ う し

規則
き そ く

 

高気圧
こ う き あ つ

作業
さぎょう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

規則
き そ く

 

 

２． 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
きかい

の点検
てんけん

・整備
せいび

  

建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

を安
あん

全
ぜん

に効
こう

率
りつ

よく使
し

用
よう

するためにはきちんと整
せい

備
び

した建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

を使
し

用
よう

することが大 切
たいせつ

です。 労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

では、作業
さぎょう

開始前
か い し ま え

の点検
てんけん

、定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

（月
つき

１回
かい

）、特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

（年
ねん

１回
かい

）

点検
てんけん

及
およ

び検査
けんさ

を 行
おこな

うよう、定
さだ

められています。 特
とく

に作業前
さぎょうまえ

には、その日
ひ

の作業
さぎょう

に使
つか

う機
き

械
かい

は作業
さぎょう

開始前
かいしまえ

点検
てんけん

で異常
いじょう

がないことを確認
かくにん

した後
あと

でなければ使用
し よ う

してはいけません。もし異常
いじょう

があれば

上司
じょうし

に報告
ほうこく

し修理
しゅうり

をします。 

また、作業中
さぎょうちゅう

にエンジンが停止
て い し

した場合
ば あ い

は、作業
さぎょう

装置
そ う ち

を地面
じ め ん

に確実
かくじつ

におろし、各
かく

レバーを中 立
ちゅうりつ

に

してから、エンジンをかけなおします。又
また

、故障
こしょう

した場合
ばあい

はすぐに修理
しゅうり

をする事
こと

が法律
ほうりつ

で定
さだ

められ

ています。 

各種
かくしゅ

検査
けんさ

事項
じこう

については 表
ひょう

の通
とお

りです。 
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３． その他
た

の法
ほう

規制
き せ い

 

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
きかい

を輸送
ゆそう

（移送
いそう

）する場合
ば あ い

は下記
か き

の法律
ほうりつ

を遵 守
じゅんしゅ

しなければなりません。 

工事現場
こうじげんば

等
など

では数値的
すうちてき

な規制
きせい

はされていませんが、 状況
じょうきょう

に合
あ

わせて自主的
じしゅてき

に安全
あんぜん

な制限速度
せいげんそくど

を

決
き

めています。 

①  道路
どうろ

交通法
こうつうほう

 

１）運
うん

転
てん

時
じ

には大
おお

型
がた

免
めん

許
きょ

、小
こ

型
がた

・大
おお

型
がた

特
とく

殊
しゅ

運
うん

転
てん

免
めん

許
きょ

、牽引
けんいん

免許
めんきょ

等
など

の取得
しゅとく

が必要
ひつよう

です。 

２）道路
どうろ

運送
うんそう

車両法
しゃりょうほう

、 車両
しゃりょう

制限令
せいげんれい

 

ⅰ．普通
ふつう

車両
しゃりょう

、幅
はば

（2.5ｍ）、高
たか

さ（3.8ｍ）、⻑
なが

さ（12.0ｍ） 重 量
じゅうりょう

（20TON）以内
い な い

 

ⅱ．クローラを有
ゆう

する自
じ

動
どう

車
しゃ

・・舗装
ほそう

道路
どうろ

を走
はし

ってはいけません。 

 

 

 

点検
てんけん

検査
けんさ

区分
くぶん

 条文
じょうぶん

 実施
じっし

する人
ひと

・資格
しかく

 検査表
けんさひょう

等
など

の保管
ほかん

期間
きかん

 

作業
さぎょう

開始前
かいしまえ

点検
てんけん

 
労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

規則
きそく

 
第
だい

１７０ 条
じょう

 
第
だい

１７１ 条
じょう

 
運転者
うんてんしゃ

 
※特

とく

に制限
せいげん

なし 
 

定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

 
（月

つき

１回
かい

） 

労
ろう

働
どう

安
あん

全
ぜん

衛
えい

生
せい

規
き

則
そく

 
第
だい

１６８ 条
じょう

 
第
だい

１６９ 条
じょう

 
第
だい

１７１ 条
じょう

 

事業者
じぎょうしゃ

（安全
あんぜん

管理者
か ん り し ゃ

）
が指名

し め い

する人
ひと

 
検査表
けんさひょう

を３年間
ねんかん

 

特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

 
（年

ねん

１回
かい

） 

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

規則
き そ く

 
第
だい

１６７ 条
じょう

 
第
だい

１６９ 条
じょう

 
第
だい

１６９ 条
じょう

の２ 
第
だい

１７１ 条
じょう

 

事業内
じぎょうない

検査者
け ん さ し ゃ

 
（有

ゆう

資格者
し か く し ゃ

） 
検査
け ん さ

業 者
ぎょうしゃ

検査者
け ん さ し ゃ

 

検査表
けんさひょう

を３年間
ねんかん

 
（検査済

け ん さ す み

標 章
ひょうしょう

貼付
ちょうふ

） 
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具体
ぐ た い

例
れい

を以下
い か

に示
しめ

す。 

 一般
いっぱん

道路
どうろ

の通行
つうこう

 高速
こうそく

自動車
じどうしゃ

国道
こくどう

の場合
ばあい

の通行
つうこう

 

⻑
なが

さ 12.0ｍ以下
い か

 16.5ｍ以
い

下
か

 

総重量
そうじゅうりょう

 27TON以下
い か

 36TON以下
いか

 

最遠軸
さいえんじく

距離
きょり

 10.0ｍ 15.5ｍ 

 

また、制限
せいげん

超過
ちょうか

の場合
ばあい

は 出
しゅっ

発地
ぱつち

を管轄
かんかつ

する、警察
けいさつ

署⻑
しょちょう

の制限外
せいげんがい

許可
きょか

又
また

は、公安
こうあん

委員会
いいんかい

の許可
きょか

が

必要
ひつよう

です。 

 

Ⅱ． 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

            

トレーラなどへ建設
けんせつ

機械
き か い

を積込
つ み こ

みまた
み ま

は積
つみ

降
お

ろしをする場合
ば あ い

には、
は

次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

します。 

１． 一般的
いっぱんてき

注意
ちゅうい

事項
じこう

 

① 建設
けんせつ

機械
きかい

輸送
ゆそう

専用
せんよう

の 車両
しゃりょう

を使用
しよう

します。                

② 積
つみ

込
こ

み・積
つみ

降
お

ろしは、作業
さぎょう

指揮
しき

者
しゃ

を定
さだ

め、その人
ひと

の指揮
しき

のもとで 行
おこな

います。 

③ 平坦
へいたん

で硬
かた

い地盤
じばん

で作業
さぎょう

します。 

④ 輸送
ゆ そ う

車両
しゃりょう

には 駐
ちゅう

車
しゃ

ブレーキをかけ、⻭止
はど

めをかけます。 

⑤ 車両
しゃりょう

等
など

の荷台
にだい

にかける登坂
とはん

用具
ようぐ

（道板
みちいた

）は、爪付
つめつき

の登坂
とはん

用具
ようぐ

を使用
しよう

します。 

⑥ 盛土
もりど

の場合
ばあい

、 

１）盛
もり

土
ど

の幅
はば

は 十
じゅう

分
ぶん

な広
ひろ

さとします。 

２）盛
もり

土
ど

の勾配
こうばい

は、できるだけゆるやかにします。 

３）盛
もり

土
ど

は特
とく

に法
のり

肩
かた

の崩壊
ほうかい

防止
ぼうし

に注意
ちゅうい

します。 

４）盛
もり

土
ど

の高
たか

さは、トレーラの荷台
にだい

の高
たか

さと同一
どういつ

の高
たか

さにします。 
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２． トレーラ等
など

への積
つみ

込
こ

み、積
つみ

降
お

ろし作
さ

業
ぎょう

 

① 登坂
とはん

用
よう

具
ぐ

を使
し

用
よう

して積
つみ

込
こ

み、積
つみ

降
お

ろしを 行
おこな

う場
ば

合
あい

は、次
つぎ

の様
よう

に 行
おこな

います。 

② 積
つみ

込
こ

み作
さ

業
ぎょう

の方
ほう

法
ほう

、手
て

順
じゅん

等
など

について、全
ぜん

員
いん

で打
うち

合
あ

わせを 行
おこな

います。 

③ 積
つみ

込
こ

み機
き

械
かい

のクラッチ、ブレーキ等
など

の点
てん

検
けん

及
およ

び使
し

用
よう

機
き

械
かい

のチェックをします。 

④ トレーラ等
など

を積込
つみこ

み位置
いち

に停止
ていし

させ、ブレーキを掛
か

け、タイヤに⻭止
はど

めをします（地盤
じばん

の水平
すいへい

に

注意
ちゅうい

します）。 

⑤ 登坂
とはん

用具
ようぐ

が外
はず

れないよう確実
かくじつ

に荷台
にだい

に掛
か

け、また、登坂
とはん

角度
かくど

を１５度
ど

以下
いか

にします。 

⑥ 車 両
しゃりょう

荷台
に だ い

と積込
つみこ

む建設
けんせつ

機械
きかい

の 中心
ちゅうしん

線
せん

、及
およ

び登坂
とはん

用具
ようぐ

とクローラ（タイヤ）の 中心
ちゅうしん

線
せん

が一致
いっち

するように配置
はいち

し

ます。 

⑦ 積込
つみこ

み時
じ

は、周囲
しゅうい

の立入禁止
た ち い り き ん し

措置
そ ち

を 行
おこな

い、周囲
しゅうい

に人
ひと

がいないことを確認
かくにん

してから作業
さぎょう

に掛
か

かり

ます。 

⑧ 誘導者
ゆうどうしゃ

の合図
あいず

に 従
したが

って低速
ていそく

で走行
そうこう

します。登坂
とはん

用具
ようぐ

の１ｍ程度
ていど

手前
てまえ

で一旦
いったん

停止
ていし

し、⑤の項
こう

を

再確認
さいかくにん

します。 

⑨ 登坂
とはん

用具
ようぐ

を登
のぼ

る途中
とちゅう

では、操
そう

向
こう

を切
き

らず、一
いっ

気
き

に低速
ていそく

で登
のぼ

ります（操
そう

向
こう

を切
き

る必要
ひつよう

が起
お

こったと

きは、一
いっ

旦
たん

地
ち

上
じょう

に降
お

りて方
ほう

向
こう

をなおします）。 

⑩ 登
と

坂
はん

用
よう

具
ぐ

を登
のぼ

りつめたところで、クローラ（タイヤ）の前部
ぜんぶ

が浮
う

いて荷
に

台
だい

に 着
ちゃく

地
ち

するとき、荷台
にだい

が横
よこ

揺
ゆ

れを起
お

こしやすいので、静
しず

かに 着
ちゃく

地
ち

するよう 注
ちゅう

意
い

して運
うん

転
てん

します。 

⑪ トレーラの荷台幅
にだいはば

より積
つみ

込
こ

み機械
きかい

がはみだしていないか、確認
かくにん

します。 

⑫ 荷
に

台
だい

の所
しょ

定
てい

位
い

置
ち

で停
てい

止
し

しブレーキをかけロックします。 

⑬ 油
ゆ

圧
あつ

ショベル系
けい

建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

を荷
に

台
だい

上
じょう

で旋
せん

回
かい

させるときは、 周
しゅう

囲
い

の安
あん

全
ぜん

を確
かく

認
にん

し、旋
せん

回
かい

によって荷
に

台
だい

が 傾
かたむ

き、油
ゆ

圧
あつ

ショベル等
など

が滑
すべ

り落
お

ちないよう、荷
に

台
だい

に 傾
かたむ

き防
ぼう

止
し

措
そ

置
ち

をします。また、旋
せん

回
かい

後
ご

は

旋
せん

回
かい

ロックをかけエンジンを停
てい

止
し

します。 
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３． 自
じ

走
そう

して移
い

送
そう

する場
ば

合
あい

 

車
しゃ

両
りょう

系
けい

建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

を自
じ

走
そう

で移
い

送
そう

する場
ば

合
あい

には特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

します。 

① 軟弱
なんじゃく

路面
ろめん

を走行
そうこう

するとき
る と

や、無人
むじん

の踏
ふみ

切
きり

や道路
どうろ

の幅
はば

が狭
せま

い箇所
かしょ

を通過
つうか

しなければならない場合
ばあい

は

誘導員
ゆうどういん

の指示
しじ

に 従
したが

って走行
そうこう

します。 

② 油圧
ゆあつ

ショベル系
けい

建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

では、鉄
てつ

道
どう

架
か

線
せん

や電
でん

線
せん

あるいは橋
はし

桁
げた

等
など

の下
した

を通
つう

過
か

するときは、ブームの

先
せん

端
たん

が触
ふ

れないか等
など

、隔
かく

離
り

距
きょ

離
り

を 十
じゅう

分
ぶん

に確
たし

かめます。 

 

Ⅲ． 周辺
しゅうへん

環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

とは（騒音
そうおん

・振動
しんどう

等
など

） 

工事
こうじ

の施工
せこう

にあたり
にあた

、関係者
かんけいしゃ

以外
いがい

の第三者
だいさんしゃ

（以下
いか

「 公衆
こうしゅう

」と
」

いう）に対
たい

する生命
せいめい

、及
およ

び財産
ざいさん

に関
かん

する危害
き が い

並
なら

びに迷惑
めいわく

（以下
い か

「公 衆
こうしゅう

公害
こうがい

」という）を防止
ぼ う し

するために、必要
ひつよう

な計画
けいかく

・設計
せっけい

及
およ

び施工
せ こ う

の

基準
きじゅん

を示
しめ

して、工事
こうじ

の安全
あんぜん

な施工
せこう

の確保
かくほ

すること
るこ

を目的
もくてき

としています。 

公衆
こうしゅう

公害
こうがい

とは、 公衆
こうしゅう

の生命
せいめい

、身体
しんたい

・財産
ざいさん

に対
たい

する危害
きがい

並
なら

びに迷惑
めいわく

をいう。⿊煙
こくえん

、一酸化炭素
いっさんかたんそ

、

窒素
ちっそ

酸化物
さんかぶつ

等
とう

は 地球上
ちきゅうじょう

の 環境
かんきょう

破壊
はかい

の原因
げんいん

となっています。 

現在
げんざい

国土
こくど

交通省
こうつうしょう

では「排
はい

ガス対策型
たいさくがた

建設
けんせつ

機械
きかい

」の普及
ふきゅう

を推進
すいしん

しています。 

建設
けんせつ

工事
こうじ

の施工
せこう

計画
けいかく

を作
つく

る時
とき

には、自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

の保
ほ

全
ぜん

（ 植生
しょくせい

の保護
ほご

、生
せい

態
たい

系
けい

の維
い

持
じ

等
など

）や、騒
そう

音
おん

・

振
しん

動
どう

等
など

の公
こう

害
がい

対
たい

策
さく

など環
かん

境
きょう

への影
えい

響
きょう

を多
た

方
ほう

面
めん

から検
けん

討
とう

しなければなりません。 

１． 対象
たいしょう

となる作業
さぎょう

と規制
きせい

基準
きじゅん

 

騒
そう

音
おん

規
き

制
せい

法
ほう

・振
しん

動
どう

規
き

制
せい

法
ほう

では、生活
せいかつ

環境
かんきょう

を保全
ほぜん

し、国⺠
こくみん

の健康
けんこう

を保護
ほご

するために、建設
けんせつ

工事
こうじ

の

施工
せこう

等
とう

に 伴
ともな

って発生
はっせい

する相
そう

当
とう

範
はん

囲
い

の騒
そう

音
おん

・振
しん

動
どう

の許
きょ

容
よう

限
げん

度
ど

を規
き

制
せい

基
き

準
じゅん

として定
さだ

めており、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

には、届
とどけ

出
で

の義
ぎ

務
む

などが課
か

されています。（当
とう

該
がい

特
とく

定
てい

建
けん

設
せつ

作
さ

業
ぎょう

の開
かい

始
し

の７日
か

前
まえ

までに市
し

町
ちょう

村
そん

⻑
ちょう

に

届
とどけ

出
で

）建
けん

設
せつ

工
こう

事
じ

に関
かん

しては、作
さ

業
ぎょう

によって 著
いちじる

しい騒
そう

音
おん

・振
しん

動
どう

を発
はっ

生
せい

させる作
さ

業
ぎょう

が「特定
とくてい

建設
けんせつ

作業
さぎょう

」として指
し

定
てい

され、作
さ

業
ぎょう

が２日
か

以
い

上
じょう

にわたる場
ば

合
あい

が法
ほう

律
りつ

による規制
き せ い

の対 象
たいしょう

となっています。    

又
また

、 住居
じゅうきょ

の 集
しゅう

合
ごう

する地
ち

域
いき

、 病
びょう

院
いん

又
また

は学
がっ

校
こう

の 周
しゅう

辺
へん

地
ち

域
いき

、その他
た

地
ち

域
いき

が「規
き

制
せい

地
ち

域
いき

」としてに

より指定
し て い

されています。 

騒
そう

音
おん

に関
かん

する特
とく

定
てい

建
けん

設
せつ

作
さ

業
ぎょう

は９種類
しゅるい

、又
また

、振
しん

動
どう

に関
かん

する作
さ

業
ぎょう

は４種類
しゅるい

あります。 
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それらの作
さ

業
ぎょう

に用
もち

いられる建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

等
など

は次
つぎ

の通
とお

りです。 

同表
どうひょう

には、騒音
そうおん

・振動
しんどう

に関
かん

する敷地
しきち

の 境界
きょうかい

線
せん

における規
き

制
せい

基
き

準
じゅん

値
ち

も併
あわ

せて 表
ひょう

示
じ

しています。

但
ただ

し、都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

によっては特
とく

定
てい

建
けん

設
せつ

作
さ

業
ぎょう

以
い

外
がい

についても 条
じょう

例
れい

などで独
どく

自
じ

の基
き

準
じゅん

を定
さだ

めている場
ば

合
あい

があるので注意
ちゅうい

する必要
ひつよう

があります。 

 

特定
とくてい

建設
けんせつ

作業
さぎょう

の 対象
たいしょう

となる建設
けんせつ

機械
きかい

等
など

と規制
きせい

基準値
きじゅんち

 

区分
くぶん

 特定
とくてい

建設
けんせつ

作業
さぎょう

の 対象
たいしょう

となる使用
しよう

建設
けんせつ

機械
きかい

等
など

 規
き

制
せい

基
き

準
じゅん

値
ち

 

騒
そう

音
おん

 

① 杭
くい

打
う

ち機
き

（もんけんを除
のぞ

く）杭
くい

抜
ぬ

き機
き

、杭
くい

打
う

ち杭
くい

抜
ぬ

き機
き

（圧
あつ

入
にゅう

式
しき

を

除
のぞ

く）（アースオーガ併
へい

用
よう

機
き

を除
のぞ

く） 

② 鋲
びょう

打
うち

機
き

   

③ 削
さく

岩
がん

機
き

 

④ 空気
くうき

圧
あっ

縮
しゅく

機
き

（ 出
しゅつ

力
りょく

１５ｋｗ以上
いじょう

の電
でん

動
どう

機
き

以
い

外
がい

の原
げん

動
どう

機
き

を使
し

用
よう

） 

⑤ コンクリートプラント（練混
ねりまぜ

容 量
ようりょう

が 0.45 ㎥以上
いじょう

） 

⑥ アスファルトプラント（練混
ねりまぜ

重 量
じゅうりょう

が 200ｋｇ以上
いじょう

） 

 ⑦ バックホウ（定格
ていかく

出 力
しゅつりょく

８０ｋｗ以上
いじょう

） 

⑧ トラクタショベル（定格
ていかく

出 力
しゅつりょく

７０ｋｗ以上
いじょう

） 

⑨ ブルドーザ（定格
ていかく

出 力
しゅつりょく

４０ｋｗ以上
いじょう

） 

 

85dB 

振動
しんどう

 

① 杭
くい

打
う

ち機
き

（もんけん及
およ

び圧入式
あつにゅうしき

を除
のぞ

く）、杭
くい

抜
ぬ

き機
き

（油
ゆ

圧
あつ

式
しき

を除
のぞ

く）

又
また

は杭
くい

打
う

ち、杭
くい

抜
ぬ

き機
き

（圧
あつ

入
にゅう

式
しき

を除
のぞ

く） 

② 鋼 球
こうきゅう

（破壊用
は か い よ う

） 

③ 舗
ほ

装
そう

板
ばん

破
は

砕
さい

機
き

    

④ ブレーカ（手
て

持
も

ち式
しき

を除
のぞ

く） 

75dB 

特定
とくてい

建設
けんせつ

作業
さぎょう

・・・建
けん

設
せつ

工
こう

事
じ

として 行
おこな

われる作
さ

業
ぎょう

のうち 著
いちじる

しい騒
そう

音
おん

･
・

振
しん

動
どう

を発
はっ

生
せい

させる作
さ

業
ぎょう

で政
せい

令
れい

で定
さだ

めるものをいいます。 
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騒音
そうおん

規制法
きせいほう

施行令
しこうれい

では、当
とう

該
がい

機
き

械
かい

から１０ｍ離
はな

れた地
ち

点
てん

における騒
そう

音
おん

が８０デシベルを超
こ

えな

い機
き

械
かい

として低騒音型
ていそうおんがた

建設
けんせつ

機械
きかい

が指定
してい

されています
ていま

。特
とく

定
てい

建
けん

設
せつ

作
さ

業
ぎょう

に 伴
ともな

って発
はっ

生
せい

する騒
そう

音
おん

の規
き

制
せい

に関
かん

する基
き

準
じゅん

として作業
さぎょう

の場所
ばしょ

の敷地
しきち

境界
きょうかい

線
せん

において８５デシベルを超
こ

えないことと規制
きせい

され

ています。 病院
びょういん

、学校等
がっこうなど

の公共施設
こうきょうしせつ

では騒音
そうおん

に注意
ちゅうい

しながら、走行
そうこう

や作業
さぎょう

をしなければなりませ

ん。 

国土
こくど

交通省
こうつうしょう

では、「低騒音型
ていそうおんがた

・低振動型
ていしんどうがた

建設
けんせつ

機械
きかい

の指
し

定
てい

に関
かん

する規
き

定
てい

」に基
もと

づき、機種
きしゅ

ごとに騒音
そうおん

基準値
きじゅんち

あるいは振
しん

動
どう

基
き

準
じゅん

値
ち

を定
さだ

め 騒
そう

音
おん

、振
しん

動
どう

の低
てい

減
げん

が図
はか

られ基
き

準
じゅん

を満
み

たした建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

を「低
てい

騒
そう

音
おん

型
がた

建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

」あるいは「低
てい

振
しん

動
どう

型
がた

建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

」として指
し

定
てい

しています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低騒音型
ていそうおんがた

建設
けんせつ

機械
き か い

の標識
ひょうしき

 低振動型
ていしんどうがた

建設
けんせつ

機械
き か い

の標識
ひょうしき
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騒
そう

音
おん

・振
しん

動
どう

に関
かん

する規
き

制
せい

基
き

準
じゅん

 

規制値
き せ い ち

 区域
く い き

 作業
さぎょう

禁止
き ん し

時間帯
じ か ん た い

 日
にち

作
さ

業
ぎょう

時
じ

間
かん

 作業
さぎょう

期間
き か ん

 作業
さぎょう

禁止日
き ん し び

 

騒音
そうおん

85dB 

 

振動
しんどう

75dB 

１号
ごう

 

区
く

域
いき

 
午後
ご ご

7時
じ

〜午前
ご ぜ ん

7時
じ

 10時
じ

間
かん

以
い

下
か

 同
どう

一
いつ

場
ば

所
しょ

で

連
れん

続
ぞく

６日
か

間
かん

 

以
い

下
か

 

日
にち

曜
よう

日
び

・その

他
た

の 休
きゅう

日
じつ

 ２号
ごう

区
く

域
いき

 
午後
ご ご

10時
じ

〜午前
ご ぜ ん

6時
じ

 14時
じ

間
かん

以
い

下
か

 

１号
  ごう

区域
くいき

：特
とく

に静穏
せいおん

の保持
ほじ

が必要
ひつよう

な区域
くいき

（ 住居
じゅうきょ

区域
くいき

、学校
がっこう

・ 病院
びょういん

・図書館
としょかん

周辺
しゅうへん

等
など

） 

２号
   ごう

区域
くいき

：１号
  ごう

区域
くいき

以外
いがい

の区域
くいき

 

 

２． 対策
たいさく

の基本
きほん

  

振
しん

動
どう

・騒
そう

音
おん

に関
かん

する公
こう

害
がい

防
ぼう

止
し

対
たい

策
さく

の基
き

本
ほん

は、大
たい

別
べつ

しますと以
い

下
か

のとおり。 

① 発
はっ

生
せい

源
げん

に対
たい

する対
たい

策
さく

（発生源
はっせいげん

対策
たいさく

） 

騒音
そうおん

･
・
振動
しんどう

の発生
はっせい

が少
すく

ない建設
けんせつ

機械
きかい

を使用
しよう

する方法
ほうほう

  

② 距離
きょり

減衰
げんすい

による対策
たいさく

(減衰
げんすい

対策
たいさく

) 

騒音
そうおん

･振動
しんどう

の発生
はっせい

源
げん

を 住宅
じゅうたく

や学校
がっこう

など静穏
せいおん

を要
よう

する箇
か

所
しょ

から出
で

来
き

るだけ離
はな

す方
ほう

法
ほう

 

③ 伝播
でんぱ

を遮断
しゃだん

すること
るこ

による対策
たいさく

(遮断
しゃだん

対策
たいさく

) 

騒音
そうおん

・振動
しんどう

の伝播
でんぱ

経路
けいろ

の 中間
ちゅうかん

に遮音壁
しゃおんへき

や防振
ぼうしん

溝
こう

を設置
せっち

する方法
ほうほう

 

 

Ⅳ． 土
つち

と岩
いわ

の種類
しゅるい

と性質
せいしつ

 

建設
けんせつ

機械
きかい

で施工
せこう

する時
とき

に取
と

り 扱
あつか

う材
ざい

料
りょう

は、主
しゅ

として天
てん

然
ねん

の土
つち

や岩
いわ

です。土
つち

や岩
いわ

は、一
いっ

般
ぱん

に地
ち

域
いき

や場
ば

所
しょ

、自
し

然
ぜん

条
じょう

件
けん

等
など

によってその性
せい

質
しつ

が異
こと

なっているのが普
ふ

通
つう

です。従
したが

って事
じ

前
ぜん

の土
ど

質
しつ

調
ちょう

査
さ

や試
し

験
けん

だけで、地
ぢ

山
やま

の性
せい

質
しつ

を完
かん

全
ぜん

にとらえることは困
こん

難
なん

です。土
ど

工
こう

を施
せ

工
こう

するにはこのようなことを 十
じゅう
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分
ぶん

認
にん

識
しき

して、総
そう

合
ごう

的
てき

な見
けん

地
ち

から均
きん

衡
こう

のとれた調査
ちょうさ

、設計
せっけい

、施工
せこう

を 行
おこな

っていくことが必
ひつ

要
よう

になりま

す。土
ど

工
こう

を合
ごう

理
り

的
てき

・経済的
けいざいてき

に実
じっ

施
し

するうえで、土
つち

の性
せい

質
しつ

の理
り

解
かい

が必
ひつ

要
よう

です。 

１． 土
つち

の性質
せいしつ

 

① 土
つち

の種類
しゅるい

 

土
つち

は、岩石
がんせき

が細
こま

かい粒子
りゅうし

になったり、侵
しん

食
しょく

されたあと風
かぜ

や水
みず

で運
はこ

ばれて堆積
たいせき

したり、植物
しょくぶつ

が腐
くさ

って 集積
しゅうせき

したり、火山
かざん

灰
ばい

等
など

が堆積
たいせき

したりしてできています。 

土
つち

の分
ぶん

類
るい

には種々
しゅじゅ

の方
ほう

法
ほう

がありますが、一
いっ

般
ぱん

的
てき

に土
ど

質
しつ

材
ざい

料
りょう

とは土
つち

を構
こう

成
せい

する材
ざい

料
りょう

のうち土
ど

粒
りゅう

子
し

の 粒
りゅう

径
けい

が 75mm未満
みまん

のものをいいます。この土
つち

を構
こう

成
せい

する 粒
りゅう

径
けい

からの土
つち

の呼
よ

び名
な

は下
か

図
ず

のよう

に区
く

分
ぶん

されています。 

         5μm   75μm      425μm     2mm     4.75mm   19mm    75mm 

       

粘土
ね ん ど

 シルト 
細
さい

砂
さ

 粗
そ

砂
さ

 細
さい

礫
れき

 中
ちゅう

礫
れき

 粗
そ

礫
れき

 

砂
すな

 礫
れき

 

粒
りゅう

径
けい

区
く

分
ぶん

とその呼
よ

び名
な

 

 

② 粒 径
りゅうけい

加積
か せ き

曲線図
きょくせんず

、均等
きんとう

係数
けいすう

・・・粒 径
りゅうけい

加積
か せ き

曲線図
きょくせんず

は、横軸
よこじく

に対数
たいすう

目盛
め も り

で粒 径
りゅうけい

を、縦軸
たてじく

に普通
ふ つ う

目盛
め も り

で通過
つ う か

質 量
しつりょう

百分率
ひゃくぶんりつ

からなっている。 

均等
きんとう

係数
けいすう

とは、砂
すな

の粒 径
りゅうけい

加積
か せ き

曲 線
きょくせん

において、全試料
ぜんしりょう

の 60％が通過
つ う か

する砂
すな

の粒 径
りゅうけい

と 10％が通過
つ う か

する粒 径
りゅうけい

の比
ひ

で示
しめ

します。均等
きんとう

係数
けいすう

が 1 に近
ちか

いほど粒子径
りゅうしけい

が揃
そろ

っていることになり、大
おお

きくなる

にしたがって粒度
りゅうど

分布
ぶ ん ぷ

が広
ひろ

いことを 表
あらわ

しています。一般
いっぱん

に均等
きんとう

係数
けいすう

が 4〜5以下
い か

の土
つち

は「粒度
りゅうど

分布
ぶ ん ぷ

が悪
わる

い」といい、10以上
いじょう

の土
つち

は「粒度
りゅうど

分布
ぶ ん ぷ

がよい」といえます。 
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③ 土
つち

の 構成
こうせい

 

土
つち

は土
ど

粒
りゅう

子
し

が骨
こっ

格
かく

となって形
けい

成
せい

されていますが、土
ど

粒子
りゅうし

と土
ど

粒子
りゅうし

の

間隙
かんげき

には、空
くう

気
き

や水
みず

等
など

が満
み

たされてい

ます。土
つち

を形成
けいせい

する土
ど

粒子
りゅうし

が同
おな

じであっても間隙中
かんげきちゅう

の空気
く う き

と水
みず

の関係
かんけい

によって土
つち

の性質
せいしつ

は異
こと

なっ

ています。上図
じょうず

は土
つち

を構成
こうせい

している土
ど

粒子
りゅうし

、水
みず

及
およ

び空気
く う き

を体積
たいせき

重 量
じゅうりょう

別
べつ

に模式化
も し き か

して示
しめ

したもので

す。 

④ 土
つち

の 状態
じょうたい

を 表
あらわ

す主
おも

な用語
ようご

 

１）密度
み つ ど

・・・乾燥
かんそう

密度
みつど

・ 湿潤
しつじゅん

密度
みつど

 

２）含水比
がんすいひ

・・・土
つち

に含
ふく

まれている水分
すいぶん

が土
つち

の乾燥
かんそう

質量
しつりょう

に対
たい

してどの程
てい

度
ど

かを 百分率
ひゃくぶんりつ

（％
りつ

）で 表
あらわ

しています。 

３）最適
さいてき

含水比
が ん す い ひ

・・・土
つち

はある適当
てきとう

な含水比
が ん す い ひ

のときに、

最
もっと

もよく締
しめ

固
かた

まり、密度
み つ ど

が最大
さいだい

になる。この

ような含水比
が ん す い ひ

を“最適
さいてき

含水比
が ん す い ひ

”といい、そのとき

の乾燥
かんそう

密度
み つ ど

を“最大
さいだい

乾燥
かんそう

密度
み つ ど

”という。 

４）間隙比
かんげきひ

・・・間隙
かんげき

の体積
たいせき

（空気
くうき

の体積
たいせき

＋水
みず

の体積
たいせき

）

と
）

土
ど

粒子
りゅうし

だけの体積
たいせき

との
と

比
ひ

。 

粒径
りゅうけい

加積
か せ き

曲線
きょくせん
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５）土
つち

の飽和度
ほうわど

・・・土
つち

の 間隙中
かんげきちゅう

の水
みず

がどの程度
ていど

間隙
かんげき

を満
み

たしているかを 百分率
ひゃくぶんりつ

（％
りつ

）で 表
あらわ

したも

のです。 

６）土
つち

の液性
えきせい

限界
げんかい

及
およ

び塑性
そせい

限界
げんかい

・・・細
こま

かい土
ど

粒
りゅう

子
し

の土
つち

は含
がん

水
すい

比
ひ

の 状
じょう

態
たい

によって性
せい

質
しつ

が変
かわ

ります。

水
みず

の 量
りょう

が少
すく

ないと粘
ねん

着
ちゃく

力
りょく

が弱
よわ

いが、適
てき

当
とう

に水
みず

を含
ふく

むと粘
ねん

性
せい

が出
で

て可
か

塑
そ

性
せい

をもち、更
さら

に

水
みず

の 量
りょう

が増
ま

すと 流
りゅう

動
どう

性
せい

が大
おお

きくなって液
えき

性
せい

になります。このように粘
ねん

性
せい

がある程
てい

度
ど

で

てくるときの含
がん

水
すい

比
ひ

を塑
そ

性
せい

限
げん

界
かい

といい、液
えき

性
せい

を示
しめ

す時
とき

の含
がん

水
すい

比
ひ

を液
えき

性
せい

限
げん

界
かい

といいます。

これらの 値
あたい

は主
しゅ

として、粘
ねん

性
せい

土
ど

の含
がん

水
すい

状
じょう

態
たい

と土
つち

の性
せい

質
しつ

を関
かん

連
れん

づけるのに用
もち

いられます。 

７）せん断
だん

強
つよ

さ・・・土
つち

を構
こう

成
せい

している土
ど

粒
りゅう

子
し

の 粒
りゅう

子
し

間
かん

のからみ合
あ

いや摩
ま

擦
さつ

による内
ない

部
ぶ

摩
ま

擦
さつ

力
りょく

と、

粒
りゅう

子
し

をお互
たが

いに蜜
みつ

着
ちゃく

させている粘
ねん

着
ちゃく

力
りょく

との２つの部
ぶ

分
ぶん

からなっていると 考
かんが

えられ

ています。砂
すな

では内
ない

部
ぶ

摩
ま

擦
さつ

力
りょく

が大
おお

きく、粘
ねん

土
ど

では、粘
ねん

着
ちゃく

力
りょく

が大
おお

きく、普
ふ

通
つう

の土
つち

ではそ

の 中
ちゅう

間
かん

の性
せい

質
しつ

を示
しめ

します。 

８）透
とう

水
すい

性
せい

・・・水
みず

は一
いっ

般
ぱん

的
てき

には土
ど

粒
りゅう

子
し

表 面
ひょうめん

に付
ふ

着
ちゃく

していますが、水
すい

分
ぶん

の 量
りょう

が多
おお

くなると土
ど

粒
りゅう

子
し

間
かん

の間
かん

隙
げき

を空
くう

気
き

に置
お

き換
か

わって占
し

めるようになり、 粒
りゅう

子
し

間
かん

を流
なが

れるようになります。

このような 現象
げんしょう

を土
つち

の透水
とうすい

と言います。 

９）土
つち

の透水
とうすい

・・・一般
いっぱん

に、粘土
ね ん ど

のように土
ど

粒子
りゅうし

の粒 径
りゅうけい

の小
ちい

さな土
つち

は透水性
とうすいせい

が小
ちい

さい、清 浄
せいじょう

な砂
すな

は

透水性
とうすいせい

が大
おお

きい。土
つち

の透水性
とうすいせい

は、透水
とうすい

係
けい

数
すう

ｋで 表
あらわ

される。断面積
だんめんせき

Ａ、⻑
なが

さℓの砂層
さ そ う

の両 端
りょうたん

に動
どう

水
すい

勾配
こうばい

を与
あた

えたとき、砂層
さ そ う

を

定常的
ていじょうてき

に通過
つ う か

する 流 量
りゅうりょう

Ｑは、 

Ｑ＝ｋＡ・ｈ／ℓ 

で 表
あらわ

される。 

10）地
じ

盤
ばん

の支
し

持
じ

力
りょく

・・・地
じ

盤
ばん

には、上
うえ

に乗
の

る荷
か

重
じゅう

に耐
た

えられる限
げん

度
ど

があり、この限
げん

度
ど

を超
こ

えると

地
じ

盤
ばん

破
は

壊
かい

し、構
こう

造
ぞう

物
ぶつ

が 傾
かたむ

いたり、沈
しず

んだりしてその機
き

能
のう

や安
あん

定
てい

が 失
うしな

われます。地
じ

盤
ばん

の

支
し

持
じ

力
りょく

は、土
つち

の硬
こう

軟
なん

や締
しま

り具
ぐ

合
あい

を知
し

るために 行
おこな

われる、標
ひょう

準
じゅん

貫
かん

入
にゅう

試
し

験
けん

によって求
もと

め

られるＮ値
ち

を使
つか

って地
じ

盤
ばん

の許
きょ

容
よう

支
し

持
じ

力
りょく

を推
すい

定
てい

できます。 

土
つち

の透水性
とうすいせい

 

締
しめ

固
かた

め曲線
きょくせん
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Ｎ値
ち

と土
つち

の 状
じょう

態
たい

の関
かん

係
けい

 

砂
すな

 粘
ねん

     土
ど

  

Ｎ 値
ち

  地盤
じ ば ん

の状 態
じょうたい

 Ｎ 値
ち

 地盤
じ ば ん

の状 態
じょうたい

 

10以下
い か

 

10〜30 

30〜50 

 

 

 ゆるい 

ふつう 

かたい 

2以下
い か

 

2〜4 

4〜8 

8〜15 

15〜30 

30以上
いじょう

 

ひじょうにやわらかい 

やわらかい 

ふつう 

ややかたい 

かたい 

ひじょうにかたい 

＊ サウンディングは、ロッドに抵抗体
ていこうたい

を付
つ

けて土中
どちゅう

に 貫入
かんにゅう

、回転
かいてん

、引
ひ

き抜
ぬ

き等
など

の荷重
かじゅう

をかけて、

その際
さい

の地盤
じばん

抵抗
ていこう

から地表面下
ちひょうめんか

の土
つち

の 性状
せいじょう

を調査
ちょうさ

する方法
ほうほう

で、
で

代表的
だいひょうてき

な試験
しけん

として下
か

記
き

に

示
しめ

す試
し

験
けん

があります。 

⑤ 標準
ひょうじゅん

貫
かん

入
にゅう

試験
しけん

 

ボウリングと併用
へいよう

して実施
じっし

されるもので 63.5±0.5kg のハンマを 76±1cm自
じ

由
ゆう

落
らっ

下
か

させ、ロッド

の先
せん

端
たん

に取
と

り付
つ

けた 標
ひょう

準
じゅん

貫
かん

入
にゅう

試
し

験
けん

用
よう

サンプラーを 30cm打
うち

込
こ

むのに要
よう

する打
だ

撃
げき

回
かい

数
すう

を N値
ち

とし

て 表
あらわ

すもので、これにより土
つち

の硬軟
こうなん

や地層
ちそう

の判別
はんべつ

をすることができます。 

⑥ ポータブルコーン 標
ひょう

準
じゅん

貫
かん

入
にゅう

試
し

験
けん

   

円推形
えんすいけい

のコーンを 1cm／sec の速
はや

さで土中
どちゅう

に 貫入
かんにゅう

させそのときの 貫入
かんにゅう

抵抗
ていこう

からコーン指
し

数
すう

(単
たん

位
い

面
めん

積
せき

当
あ

たりの貫
かん

入
にゅう

荷
か

重
じゅう

)を求
もと

める試験
しけん

です。
す

この試験
しけん

は施工
せこう

機械
きかい

のトラフィカビリティーの

判定
はんてい

や施工
せこう

管理
かんり

、あるいは軟
なん

弱
じゃく

地
じ

盤
ばん

の比
ひ

較
かく

的
てき

浅
あさ

い

層
そう

の土
ど

質
しつ

調
ちょう

査
さ

などに用
もち

いられます。 

機械
きかい

が同一
どういつ

わだちを数回
すうかい

走行
そうこう

可能
かのう

な場合
ばあい

、コー

ン指
し

数
すう

の小
ちい

さい機
き

種
しゅ

ほど軟
なん

盤
ばん

での走
そう

行
こう

に適
てき

してい

る 

ことを意
い

味
み

しています。 

 コーンペネトロメータ 
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建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

に必要
ひつよう

なコーン指数
し す う

 

建設
けんせつ

機械
き か い

の種類
しゅるい

 
コーン指数

し す う

qc 
（kgf／c ㎡） 

建設機械
け ん せ つ き か い

の接地圧
せ っ ち あ つ

 
（kgf／c ㎡） 

超湿地
ちょうしっち

ブルドーザ 2以上
いじょう

 0.15〜0.23 

湿地
し っ ち

ブルドーザ 3 〃 0.22〜0.43 

普通
ふ つ う

ブルドーザ（13〜16TON 級
きゅう

程度
て い ど

） 5 〃 0.5〜0.60 

普通
ふ つ う

ブルドーザ（24〜26TON 級
きゅう

程度
て い ど

） 7 〃 0.60〜1.00 

被
ひ

牽引式
けんいんしき

スクレーパ 7 〃 1.30〜1.40 

モータスクレーパ（小型
こ が た

） 10 〃 4.0〜4.50 

ダンプトラック 12 〃 3.50〜5.50 

 

⑦ 盛土
も り ど

材 料
ざいりょう

 

１）盛土
も り ど

材 料
ざいりょう

は、盛土
も り ど

を構成
こうせい

する主要
しゅよう

材 料
ざいりょう

であって、その性質
せいしつ

が施工
せ こ う

の難易
な ん い

、完成後
か ん せ い ご

の盛土
も り ど

の性質
せいしつ

を左右
さ ゆ う

することになるので、なるべく良 質
りょうしつ

な材 料
ざいりょう

を選
えら

んで使用
し よ う

することが望
のぞ

まし

い。 

しかし、良 質
りょうしつ

な材 料
ざいりょう

のみを選択
せんたく

、使用
し よ う

することは経済
けいざい

上
じょう

許
ゆる

されないことが多
おお

いので、与
あた

えられた材 料
ざいりょう

が多少
たしょう

好
この

ましくないものであっても適切
てきせつ

な処置
し ょ ち

を 施
ほどこ

し有効
ゆうこう

利用
り よ う

することが

必要
ひつよう

である。 

２）盛土
も り ど

材 料
ざいりょう

として好
この

ましいのは、敷
しき

ならし締
しめ

固
かた

めの施工
せ こ う

が容易
よ う い

で、締
し

め固
かた

めたあとのせん

断
だん

強度
きょうど

が高
たか

く､圧 縮 性
あっしゅくせい

が小
ちい

さく、雨水
う す い

などの浸 食
しんしょく

に対
たい

して強
つよ

いとともに、吸 水
きゅうすい

による膨
ぼう

潤 性
じゅんせい

の低
ひく

い性質
せいしつ

をもった土
つち

である。 
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３）一般
いっぱん

に、次
つぎ

のようなものは盛土
も り ど

材 料
ざいりょう

として使用
し よ う

してはならないといわれている。 

ⅰ．ベントナイト、蛇
じゃ

紋岩
もんがん

風化土
ふ う か ど

・温泉余土
お ん せ ん よ ど

、酸性
さんせい

白土
は く ど

、有機質土
ゆ う き し つ ど

などの吸 水 性
きゅうすいせい

が大
だい

で、

圧 縮 性
あっしゅくせい

の大
おお

きい土
つち

 

ⅱ．凍土
と う ど

や氷 雪
ひょうせつ

、草木
そうぼく

、切株
きりかぶ

、そのほか多量
たりょう

の腐植物
ふしょくぶつ

を含
ふく

んだ土
つち

 

４）土
つち

を捨
すて

土
ど

の対 象
たいしょう

にすべきかどうかは、その土質
ど し つ

はもちろんのこと、盛土
も り ど

高
だか

、盛土
も り ど

の形 状
けいじょう

、

切
きり

盛土量
もりどりょう

の平衡
へいこう

、対 象
たいしょう

となる土量
どりょう

、施工
せ こ う

方法
ほうほう

、工期
こ う き

などの工事
こ う じ

条 件
じょうけん

を考慮
こうりょ

して経済性
けいざいせい

を

検討
けんとう

し､個々
こ こ

の現場
げ ん ば

において決
き

めなければならない。 

 

２．岩
いわ

の種類
しゅるい

と性質
せいしつ

 

① 岩
いわ

の種類
しゅるい

と特 徴
とくちょう

 

岩石
がんせき

は地球
ちきゅう

の大部分
だ い ぶ ぶ ん

を構成
こうせい

しています。その生成
せいせい

の条 件
じょうけん

により
に よ

 火成岩
か せ い が ん

、堆積岩
たいせきがん

、変成岩
へんせいがん

にわ

けられます。 

１）火成岩
かせいがん

は、地下
ちか

の深部
しんぶ

（数
すう

ｋｍ〜数
すう

十
じゅう

ｋｍ）の高温
こうおん

（700℃〜1,500℃）のマグマが地球
ちきゅう

の内部
ないぶ

より 墳出
ふんしゅつ

し、
し

冷却
れいきゃく

され固
こ

結
けつ

してできたものです。（ 代表的
だいひょうてき

な岩石
がんせき

は花崗岩
かこうがん

、玄武岩
げんぶがん

、ひん岩
がん

等
など

） 

２）堆積岩
たいせきがん

（水成岩
すいせいがん

とも
がん

いう）は、岩石
がんせき

が風化
ふうか

あるいは 浸食
しんしょく

の作用
さよう

によ
に

り細粒化
さいりゅうか

したものや生物
せいぶつ

の

遺骸
いがい

や火山
かざん

灰
ばい

等
など

が、⻑
なが

い年月
ねんげつ

をかけて 地表上
ちひょうじょう

又
また

は水底
みずそこ

に堆積
たいせき

して固
かた

まったものです。（ 代表的
だいひょうてき

な

岩石
がんせき

は礫岩
れきがん

、砂岩
さがん

、泥岩
でいがん

、頁岩
けつがん

、 疑
ぎょう

灰岩
かいがん

、石灰岩
せっかいがん

等
など

） 

３）変成岩
へんせいがん

は、火成岩
かせいがん

や堆積岩
たいせきがん

が、マグマの墳
ふん

出
しゅつ

によって 強力
きょうりょく

な熱
ねつ

作
さ

用
よう

を受
う

けたり、地
ち

殻
かく

の変
へん

動
どう

によって 強
きょう

大
だい

な圧
あつ

力
りょく

の作用
さよう

を受
う

けたりして、その成
せい

分
ぶん

、構
こう

成
せい

、組
そ

織
しき

等
など

が変
へん

化
か

したものです。

（ 代表的
だいひょうてき

な岩石
がんせき

は大理石
だいりせき

、片
へん

麻岩
まがん

等
など

） 

② 岩
がん

石
せき

の硬
かた

さと 強
きょう

度
ど

 

岩
がん

石
せき

の硬
かた

さとは、その変
へん

形
けい

のしやすさ、あるいは柔ら
やわ 

かさをあらわします。岩
がん

石
せき

は、大
おお

きな 力
ちから

を加
くわ

えても変
へん

形
けい

がほとんどあらわれず、ある限
げん

界
かい

を超
こ

えると突
とつ

然
ぜん

急
きゅう

激
げき

に壊
こわ

れます。このような特
とく
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徴
ちょう

をもつ岩
がん

石
せき

の強
つよ

さには、圧
あっ

縮
しゅく

強
きょう

度
ど

、引
ひっ

張
ぱ

り 強
きょう

度
ど

、せん断
だん

強
きょう

度
ど

等
など

があります。 

③ 圧
あっ

縮
しゅく

強
きょう

度
ど

 

一
いっ

定
てい

の大
おお

きさの岩
がん

石
せき

に一
いっ

定
てい

の速
そく

度
ど

で荷
か

重
じゅう

をかけていき、割
わ

れを 生
しょう

ずるときの荷
か

重
じゅう

を岩
がん

石
せき

の底
てい

面
めん

積
せき

で割
わ

ったもの。（kgf／c ㎡あらわす） 

圧
あっ

縮
しゅく

強
きょう

度
ど

は 100kgf／c ㎡程度
ていど

から 2〜3000kgf／c ㎡程度
ていど

迄
まで

あります。 

 

分類
ぶんるい

 
圧 縮
あっしゅく

強度
きょうど

 

Kgf/c ㎡ 

弾性波
だ ん せ い は

速度
そ く ど

 

Km/ 秒
びょう

 
岩
がん

  種
しゅ

  例
れい

 

軟岩
なんがん

 100以下
い か

 1.5以下
い か

 第
だい

３紀
き

の泥
でい

質
しつ

岩
がん

、砂
さ

岩
がん

の一
いち

部
ぶ

 

中
ちゅう

硬
こう

岩
がん

 

硬岩
こうがん

 

100〜500 

500〜1500 

1.5〜3.0 

3.0〜5.0 

第
だい

３紀
き

堆
たい

積
せき

岩
がん

の大
たい

半
はん

 

中
ちゅう

・古生代
こ せ い だ い

の堆積岩
たいせきがん

 

火成岩
か せ い が ん

・変成岩
へんせいがん

の大半
たいはん

 

 

超硬岩
ちょうこうがん

 

 

1500以上
いじょう

 

 

5.0以上
いじょう

 

チャート硬
こう

砂岩
さ が ん

･斑
はん

れい岩
がん

の一
いち

部
ぶ

、輝
こう

緑
りょく

岩
がん

などの火成岩
か せ い が ん

の一部
い ち ぶ

、片
へん

麻岩
ま が ん

、石英
せきえい

片岩
へんがん

等
など

 

 

なお、岩
がん

石
せき

の比
ひ

重
じゅう

は、岩
がん

石
せき

の重
おも

さとその岩
がん

石
せき

と同
どう

体
たい

積
せき

の水
みず

の重
おも

さの比
ひ

で、一
いっ

般
ぱん

的
てき

な比
ひ

重
じゅう

の 値
あたい

としては、火
か

成
せい

岩
がん

で 2.2〜3.0堆積岩
たいせきがん

で 1.9〜2.7変成岩
へんせいがん

で 2.4〜3.2 となります。 

 

３．岩盤
がんばん

の性質
せいしつ

 

岩
がん

盤
ばん

（岩
がん

石
せき

の 集
しゅう

合
ごう

体
たい

）は、岩
がん

盤
ばん

を構
こう

成
せい

する岩
がん

石
せき

や地
ち

質
しつ

構
こう

造
ぞう

の反
はん

映
えい

として 大小
だいしょう

様々
さまざま

な規模
きぼ

の特有
とくゆう

の組織
そしき

・構造
こうぞう

を持
も

っています。 代表的
だいひょうてき

な岩盤
がんばん

に見
み

られる特
とく

徴
ちょう

として 、 

ⅰ．断層
だんそう

と破砕帯
はさいたい
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ⅱ．節理
せつり

  

ⅲ．風化
ふうか

 

ⅳ． 褶曲
しゅうきょく

 

があります。 

 

４．土
つち

と岩
いわ

の変
へん

化
か

 

土
つち

は、土
ど

粒子
りゅうし

、水
みず

および空気
くうき

で構成
こうせい

されています。地
ぢ

山
やま

の土
つち

を掘
ほ

り起
お

こしほぐしたときの土
つち

の体
たい

積
せき

と、ほぐした土
つち

を締
しめ

固
かた

めたときの体
たい

積
せき

はそれぞれ異
こと

なります。掘
ほ

り起
お

こした土
つち

の体
たい

積
せき

と地
ぢ

山
やま

の土
つち

の体
たい

積
せき

の比
ひ

を「掘削
くっさく

による土量
どりょう

の変化率
へんかりつ

」といい、「Ｌ」で 表
あらわ

します。一方
いっぽう

、ほぐした土
つち

を締
しめ

固
かた

め

たときの土
つち

の体
たい

積
せき

との比
ひ

を「締
しめ

固
かた

めによる土
ど

量
りょう

の変化率
へんかりつ

」といい「Ｃ」で 表
あらわ

します。 

掘削
くっさく

による土量
どりょう

の変化率
へ ん か り つ

(L)＝ほぐした土
つち

の体積
たいせき

(㎥)／地山
ぢ や ま

の土
つち

の体積
たいせき

(㎥) 

締
しめ

固め
かた  

による土量
どりょう

の変化率
へ ん か り つ

(C)＝締
しめ

固めた
か た    

土
つち

の体積
たいせき

(㎥)／地山
ぢ や ま

の土
つち

の体積
たいせき

(㎥) 

「土量
どりょう

の変化率
へんかりつ

」は
りつ

土質
どしつ

により
に

異
こと

なり、一般
いっぱん

的
てき

に岩石
がんせき

、粘性土
ねんせいど

、砂質土
さしつど

、

砂
すな

の 順
じゅん

に小
ちい

さくなり土
つち

の 運搬
うんぱん

計画
けいかく

に用
もち

いられます。又
また

、「土量
どりょう

の変化
へんか

率
りつ

Ｃ」は砂
すな

よりも粒子
りゅうし

が小
ちい

さい土
つち

では１

以下
いか

となり、土
つち

の分
ぶん

配
ぱい

計
けい

画
かく

を立
た

てると

きに用
もち

いられます。 
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土
ど

量
りょう

の変化率表
へんかりつひょう

 

名
めい

    称
しょう

 Ｌ Ｃ 

岩
がん

または石
いし

 

硬
こう

      岩
がん

 1.65〜2.00 1.30〜1.50 

中
ちゅう

  硬
こう

   岩
がん

 1.50〜1.70 1.20〜1.40 

軟
なん

      岩
がん

 1.30〜1.70 1.00〜1.30 

岩
がん

 塊
かい

 ・ 玉
たま

 石
いし

 1.10〜1.20 0.95〜1.05 

礫
れき

混
ま

じり土
ど

 

礫
れき

 1.10〜1.20 0.85〜1.05 

硬
こう

  質
しつ

  土
ど

 1.10〜1.30 0.85〜1.00 

固結
こ け つ

した硬質土
こ う し つ ど

 1.25〜1.45 1.10〜1.30 

砂
すな

 
砂
すな

 1.10〜1.20 0.85〜0.95 

岩
がん

塊
かい

･
・

玉
たま

石
いし

まじり砂
すな

 1.15〜1.20 0.95〜1.00 

普
ふ

 通
つう

 土
ど

 
砂
さ

  質
しつ

  土
ど

 1.20〜1.30 0.85〜0.95 

岩
がん

塊
かい

・玉
たま

石
いし

まじり砂
さ

質
しつ

土
ど

 1.40〜1.45 0.95〜1.00 

粘性土
ね ん せ い ど

等
など

 

粘
ねん

  性
せい

  土
ど

 1.20〜1.45 0.85〜0.95 

礫
れき

まじり粘
ねん

性
せい

土
ど

 1.30〜1.40 0.90〜1.00 

岩
がん

塊
かい

・玉石
たまいし

まじり粘性土
ね ん せ い ど

 1.40〜1.45 0.90〜1.00 

※土質
ど し つ

別
べつ

の平均
へいきん

変化率
へ ん か り つ

の目安
め や す

を示
しめ

したもの 

 

５． 土
つち

、岩
いわ

の締
しめ

固
かた

め 

締
しめ

固
かた

めに用
もち

いられる締
しめ

固
かた

め機
き

械
かい

の分
ぶん

類
るい

には、種
しゅ

々
じゅ

の方
ほう

法
ほう

がありますが、ローラを選
せん

定
てい

するにあ

たっては、締
しめ

固
かた

めるべき材
ざい

料
りょう

の性
せい

質
しつ

、地
ち

形
けい

、作
さ

業
ぎょう

の種
しゅ

類
るい

などを 十
じゅう

分
ぶん

検
けん

討
とう

して決
き

める必
ひつ

要
よう

があり

ます。振動
しんどう

ローラは岩塊
がんかい

や岩片
がんぺん

が 混入
こんにゅう

した粘性土
ねんせいど

ではスリップによる走行不能
そうこうふのう

になりやすくなり

ます。下
か

記
き

の 表
ひょう

は土
つち

又
また

は材
ざい

料
りょう

に応
おう

じたローラを示
しめ

してあります。 
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土
つち

の種類
しゅるい

と締
しめ

固め
かた  

機械
きかい

の組
く

み合
あ

わせ 

○ ： 有効
ゆうこう

に使用
しよう

できる  △ ： 使用
しよう

に当
あ

たって検討
けんとう

を要
よう

す  × ： 不適当
ふ て き と う

 

 

６． 岩石
がんせき

の爆砕後
ばくさいご

の上
うえ

を建設
けんせつ

機械
きかい

が通過
つうか

したり 障
しょう

害
がい

物
ぶつ

を乗
の

り越
こ

える時
とき

の 注
ちゅう

意
い

事
じ

項
こう

       

岩
がん

石
せき

や岩
がん

盤
ばん

を発
はっ

破
ぱ

により砕
くだ

いた場
ば

所
しょ

を 直
ちょく

接
せつ

上
じょう

部
ぶ

に向
む

かって登
のぼ

るときは岩
がん

石
せき

が緩
ゆる

んでいて危
き

険
けん

な 状
じょう

態
たい

に有
あ

るので細
さい

心
しん

の 注
ちゅう

意
い

をしながら登
のぼ

る必
ひつ

要
よう

があります。登
のぼ

る際
さい

は出
で

来
き

る限
かぎ

り、崩
くず

れた面
めん

に

たいして 直
ちょっ

角
かく

方
ほう

向
こう

に登
のぼ

るようにします。ブレードにより岩
がん

石
せき

を均
なら

しながら登
のぼ

ります。斜
なな

め方
ほう

向
こう

に上
のぼ

った場
ば

合
あい

に、履
り

帯
たい

に砕
くだ

かれた岩
がん

や石
いし

等
など

を噛
か

みこんだり挟
はさ

まったりして履
り

帯
たい

が外
はず

れることがあります。また、

障害物
しょうがいぶつ

等
など

の上
うえ

を乗
の

り越
こ

える時
とき

も同様
どうよう

に、転倒
てんとう

に注意
ちゅうい

し速
そく

度
ど

を落
お

とし慎
しん

重
ちょう

に走
そう

行
こう

することが必
ひつ

要
よう

です。 

 

締
しめ

固
かた

める土
つち

又
また

は 
材
ざい

料
りょう

の名
めい

称
しょう

 
ロード 
ローラ 

タイヤ 
ローラ 

タンピング
ローラ 

振
しん

 動
どう

 
ローラ 

ハンドガイド
式
しき

 
ローラ 

岩
がん

塊
かい

・玉石
たまいし

 ○ △ × ○ × 

砂
すな

 △ ○ △ ○ ○ 

砂
さ

 質
しつ

 土
ど

 ○ ○ ○ ○ ○ 

粘
ねん

   土
ど

 △ ○ ○ × × 

非常
ひじょう

にやわらかい粘土
ね ん ど

 × × × × × 

礫
れき

まじり粘
ねん

土
ど

 △ ○ ○ △ × 

砕
さい

   石
せき

 ○ △ × ○ ○ 

路
ろ

 盤
ばん

 材
ざい

 料
りょう

 ○ ○ × ○ ○ 

アスファルト舗装
ほ そ う

 ○ ○ × ○ ○ 
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参考
さんこう

図表
ずひょう

 

参考
さんこう

１ ： 掘削
くっさく

の各作業
かくさぎょう

に適
てき

した建設
けんせつ

機械
きかい

 

掘削
くっさく

作業
さぎょう

の種類
しゅるい

 作
さ

 業
ぎょう

 に 適
てき

 し た 機
き

 械
かい

 

削
さく

 土
ど

 ブルドーザ、モータグレーダ 

掘削
くっさく

積込
つ み こ

み ショベル系
けい

掘削機
く っ さ く き

、トラクタショベル 

掘削
くっさく

・運搬
うんぱん

 ブルドーザ、スクレーパ、トラクタショベル 

掘削
くっさく

 ショベル系
けい

掘削機
く っ さ く き

、トラクタショベル、ブルドーザ、油圧
ゆ あ つ

リッパ 

積込
つ み こ

み ショベル系
けい

掘削機
く っ さ く き

、トラクタショベル 

埋
うめ

戻
もどし

 ブルドーザ 

溝
みぞ

堀
ほり

 ショベル系
けい

掘削機
く っ さ く き

、トレンチャ 

その他
た

 トンネル
と ん ね る

掘削機
く っ さ く き

、削岩機
さ く が ん き

、アースオーガ 

  

参考
さんこう

２ ： 掘削
くっさく

機械
きかい

と土砂
どしゃ

運搬
うんぱん

距離
きょり

の関係
かんけい

  

運
うん

 搬
ぱん

 機
き

 械
かい

 の 種
しゅ

 類
るい

 適応
てきおう

する運搬
うんぱん

距離
き ょ り

 

 ブルドーザ 60ｍ以下
い か

 

 スクレープドーザ 40〜250ｍ 

 牽引式
けんいんしき

スクレーパ 60〜400ｍ 

 自走式
じ そ う し き

スクレーパ（モータスクレーパ） 200〜1200ｍ 

ホイルローダ、ダンプトラック、トラクタショベル、不整地
ふ せ い ち

運搬車
うんぱんしゃ

 100ｍ以上
いじょう

 

註
ちゅう

）①トラクタショベルを 100ｍ以下
い か

の土砂
ど し ゃ

運搬
うんぱん

に使用
し よ う

する場合
ば あ い

もあります。 

②運搬
うんぱん

距離
き ょ り

が 60〜100ｍ程度
て い ど

の場合
ば あ い

は、
は

ブルドーザとダンプトラック、不整地
ふ せ い ち

運
うん

搬
ぱん

車
しゃ

等
など

の組
く

み合
あ

わせを作業場
さ ぎ ょ う ば

の条 件
じょうけん

を考慮
こうりょ

し、
し

比較
ひ か く

検討
けんとう

して使用
し よ う

します。 
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参考
さんこう

３ ： 土砂
どしゃ

の 標準
ひょうじゅん

質量表
しつりょうひょう

（TON／㎥） 

土
ど

質
しつ

 乾燥
かんそう

しているもの 湿気
し っ け

のあるもの 水
すい

分
ぶん

が多
おお

いもの 

粘
ねん

土
ど

 1.2〜1.7 1.7〜1.8 1.8〜1.9 

砂
すな

 1.5〜1.7 1.7〜1.8 1.8〜2.0 

砂
じゃ

利
り

 1.5〜1.8 1.7〜1.8 1.8〜1.9 

泥
どろ

 − − 1.8 

 

参考
さんこう

４−１ ： N値
ち

と作業性
さぎょうせい

  

N値
ち

 砂質土
さしつど

の 状態
じょうたい

 
油圧

ゆあつ

ショベルの作業
さぎょう

程度
ていど

 

（ 標
ひょう

準
じゅん

バケット付
つき

） 

圧縮
あっしゅく

強度
きょうど

 

（Kpa） 

＜4 非常
ひじょう

にゆるい 0.45 ㎥ 級
きゅう

で容易
よ う い

に掘削
くっさく

可能
か の う

。 

掘削
くっさく

1回
かい

でバケットが一杯
いっぱい

に。 

＜98.0 

４〜10 ゆるい 0.45 ㎥ 級
きゅう

では時間
じ か ん

がかかる。 

0.8 ㎥ 級
きゅう

では支障
ししょう

なく掘削
くっさく

1回
かい

でバケ

ットが一杯
いっぱい

に。 

98.0〜147.1 

10〜30 中 位
ちゅうくらい

の N値
ち

10〜20；0.8 ㎥ 級
きゅう

では掘削
くっさく

1回
かい

でバ

ケットに半分
はんぶん

入
はい

る程度
ていど

。 

N値
ち

20〜30；1.2〜1.6 ㎥ 級
きゅう

では掘削
くっさく

1

回
かい

でバケットに半分
はんぶん

入
はい

る程度
ていど

。 

147.1〜441.3 

30〜50 密
みつ

な 1.2〜1.6 ㎥ 級
きゅう

のバケットのツースで

少
すこ

し掘
くっ

削
さく

出来
でき

る程度
ていど

。 

441.3〜735.5 

 

50＜ 非常
ひじょう

に密
みつ

な 1.6 ㎥ 級
きゅう

でもツースによって破砕
はさい

した

分
ぶん

だけが掘削
くっさく

できる程度
ていど

。 

735.5＜ 
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参考
さんこう

４−２ ： N値
ち

と作業性
さぎょうせい

 

Ｎ値
ち

 ＜2 2〜4 4〜8 8〜15 15〜30 30＜ 

粘土質土
ね ん ど し つ ど

の硬
かた

さ 

非
ひ

常
じょう

に 

軟
やわ

らかい 
軟
やわ

らかい 中
ちゅう

位
くらい

 粘
ねば

り強
づよ

い 
非
ひ

常
じょう

に 

粘
ねば

り強
づよ

い 
硬
かた

い 

 

参考
さんこう

５ ： 建設
けんせつ

機械
きかい

の走行
そうこう

に必要
ひつよう

なコーン
なこーん

指数
しすう

 

建設
けんせつ

機械
きかい

の種類
しゅるい

 
コーン指数

し す う

qc 
KN／㎡(kgf／c ㎡) 

建設
けんせつ

機械
き か い

の接地圧
せ っ ち あ つ

 
KN／㎡(kgf／c ㎡) 

超湿地
ちょうしっち

ブルドーザ 
200以上

いじょう

 

(2以上
いじょう

) 

15〜23 

（0.15〜0.23） 

湿地
し っ ち

ブルドーザ 
300以上

いじょう

 

(3以上
いじょう

） 

22〜43 

(0.22〜0.43) 

普通
ふ つ う

ブルドーザ 

（15TON 級
きゅう

程度
て い ど

） 

500以上
いじょう

 

(5以上
いじょう

） 

50〜60 

(0.50〜0.60) 

普通
ふ つ う

ブルドーザ 

（21TON 級
きゅう

程度
て い ど

） 

700以上
いじょう

 

(7以上
いじょう

） 

60〜100 

(0.6〜1.00) 

スクレープドーザ 
600以上

いじょう

 

(6以上
いじょう

） 

41〜56 

（0.41〜0.56） 

スクレープドーザ 

（超湿地型
ちょうしっちがた

） 

400以上
いじょう

 

(4以上
いじょう

) 

27 

(0.27) 

被
ひ

牽引式
けんいんしき

スクレーパ 

[小型
こ が た

] 

700以上
いじょう

 

 (7以上
いじょう

) 

130〜140 

(1.3〜1.4) 

自走式
じ そ う し き

スクレーパ 

[小型
こ が た

] 

1000以上
いじょう

 

 (10以上
いじょう

） 

400〜450 

(4.0〜4.5) 

ダンプトラック 
1200以上

いじょう

 

 (12以上
いじょう

） 

350〜550 

（3.5〜5.5） 
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参考
さんこう

６ ： 地
ぢ

山
やま

弾
だん

性
せい

波
は

速
そく

度
ど

とリッパ装
そう

置
ち

付
つき

ブルドーザの規
き

格
かく

及
およ

びリッパの爪
つめ

数
すう

                        

地山
ぢやま

の弾性波
だんせいは

速度
そくど

（m/sec） 爪
つめ

 数
すう

 適
てき

  用
よう

 

A群
ぐん

の岩
がん

 B群
ぐん

の岩
がん

 21TON 級
きゅう

 32TON 級
きゅう

  

600未満
み ま ん

 900未満
み ま ん

 ３本
ぼん

 ３本
ぼん

 

600以上
いじょう

1000未満
み ま ん

 900以上
いじょう

1400未満
み ま ん

 ２本
ほん

 ３本
ほん

 

1000以上
いじょう

1400未満
み ま ん

 1400以上
いじょう

1800未満
み ま ん

 １本
ぽん

 ２本
ほん

 

1400以
い

上
じょう

1700未
み

満
まん

 1800以上
いじょう

2100未満
み ま ん

 ― 1本
ぽん

 爆破
ば く は

掘削
くっさく

を 標 準
ひょうじゅん

と

し、岩
がん

掘削量
くっさくりょう

の多
おお

い

場合
ば あ い

、その
、

他
ほか

特
とく

に

理由
り ゆ う

のある
の

場合
ば あ い

に

32TON 級
きゅう

１本
ぽん

爪
つめ

を

使用
し よ う

します。 

（ 註
ちゅう

）A群
ぐん

の岩
がん

とは、頁岩
けつがん

、⿊ ⾊
こくしょく

片岩
へんがん

、 疑
ぎょう

灰岩
かいがん

、粘板岩
ねんばんがん

等
など

の比較的
ひ か く て き

もろい岩
がん

。 

B群
ぐん

の岩
がん

とは、砂岩
さ が ん

、花崗岩
か こ う が ん

、安
あん

山
ざん

岩
がん

、珪
けい

岩
がん

、片
へん

麻
ま

岩
がん

等
など

の比
ひ

較
かく

的
てき

硬
かた

い岩
がん

。 

 

参考
さんこう

７ ： のり面
めん

勾配
こうばい

 

切土
き り ど

、盛土
も り ど

ののり面
めん

の傾斜
けいしゃ

の度合
ど あ

いをのり面
めん

勾配
こうばい

といい、垂 直
すいちょく

距離
き ょ り

１に対
たい

する水平
すいへい

距離
き ょ り

の比
ひ

で

示
しめ

す。例
たと

えば、下図
か ず

のようにのり面
めん

勾配
こうばい

が 1：1.5 の場合
ば あ い

、“1割
わり

5分
ぶ

”の のり面
めん

勾配
こうばい

と呼
よ

ばれる。 

 

 

のり面
めん

勾配
こうばい

の表
あらわ

し方
かた
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Ｂ 建設
けんせつ

機械
きかい

の種類
しゅるい

、用途
ようと

、構造
こうぞう

 
 

Ⅰ． 建設
けんせつ

機械
きかい

の種類
しゅるい

 

建設
けんせつ

機械
きかい

には非常
ひじょう

に多
おお

くの種類
しゅるい

があり
があ

、建設現場
けんせつげんば

でよく
げんば

見
み

かける機械
きかい

もあれば
もあれ

、まったく見
み

た

こともない機械
きかい

もたくさん
もたくさ

あるはずです。当協会
とうきょうかい

（一般
いっぱん

社団法人
しゃだんほうじん

日本
にほん

建設
けんせつ

機械
きかい

施工
せこう

協会
きょうかい

）が発行
はっこう

している日本
にほん

建設
けんせつ

機械
きかい

要覧
ようらん

という図書
としょ

では建設
けんせつ

機械
きかい

を下記
かき

のように分類
ぶんるい

しています。 

この 教本
きょうほん

では、
は

技能
ぎのう

実習
じっしゅう

の 対象
たいしょう

機械
きかい

である押土
おしど

・整地
せいち

機械
きかい

（ブルドーザ）、積
つみ

込
こ

み機
き

械
かい

（ト

ラクタショベル）、掘削
くっさく

機械
きかい

（油圧
ゆあつ

ショベル、バックホウ）、および締
しめ

固
かた

め機
き

械
かい

（ロードローラ、

振動
しんどう

ローラ等
など

）の４種類
しゅるい

の建設
けんせつ

機械
きかい

について詳
くわ

しく述
の

べています。 

【建設
けんせつ

機械
きかい

の種類
しゅるい

（日本
にほん

建設
けんせつ

機械
きかい

要覧
ようらん

による）】 

１）押土
おしど

・整地
せいち

機械
きかい

（ブルドーザ等
など

） 

２）積
つみ

込
こ

み機
き

械
かい

（トラクタショベル、ホイールローダ等
など

） 

３）掘削
くっさく

機械
きかい

（油圧
ゆあつ

ショベル、バックホウ等
など

） 

４）締
しめ

固
かた

め機械
きかい

（ロードローラ、振動
しんどう

ローラ等
など

） 

 

Ⅱ． 押土
おしど

・整地
せいち

機械
きかい

（ブルドーザ） 

１． ブルドーザの種類
しゅるい

 

① 動力
どうりょく

伝達
でんたつ

方式
ほうしき

による分類
ぶんるい

 

ブルドーザは 動力
どうりょく

伝達
でんたつ

方式
ほうしき

の違
ちが

いによりダイレクトド

ライブ、パワーシフト、および油圧
ゆあつ

駆動
くどう

の３方式
ほうしき

に分類
ぶんるい

さ

れ、中型
ちゅうがた

や大型
おおがた

機種
きしゅ

のほとんどはパワーシフト方式
ほうしき

を採用
さいよう

し、小型
こがた

機種
きしゅ

はダイレクトドライブあるいは油圧
ゆあつ

駆動
くどう

方式
ほうしき

を採用
さいよう

している。 
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ダイレクトドライブ方式
ほうしき

は、エンジンの後方
こうほう

に主
しゅ

クラッチとトランスミッションが配置
はいち

され、

動力
どうりょく

すべてが機械的
きかいてき

に伝達
でんたつ

される。この方式
ほうしき

は、効率
こうりつ

が良い
よい

が、変速操作
へんそくそうさ

に 熟練
じゅくれん

を要
よう

する。 

パワーシフト方式
ほうしき

はエンジンの後方
こうほう

にトルクコンバータとパワーシ

フトトランスミッションが配置
はいち

され、変速
へんそく

操作
そうさ

、運転
うんてん

操作
そうさ

がしやすいよ

うになっている。 

油
ゆ

圧
あつ

駆
く

動
どう

方式
ほうしき

(HST)はエンジンで油圧
ゆあつ

ポンプを駆動
くどう

し、発生
はっせい

した油圧
ゆあつ

を油圧
ゆあつ

モータで 回転力
かいてんりょく

に変換
へんかん

し走行
そうこう

するもので、ポンプとモータを可変
かへん

容量型
ようりょうがた

とし走
そう

行
こう

速
そく

度
ど

、けん引
いん

力
りょく

を変化
へんか

させている。 

 

② 足
あし

回
まわ

りによる分類
ぶんるい

 

ブルドーザは足
あし

回
まわ

りの違
ちが

いにより、乾地
かんち

（一般
いっぱん

工事用
こうじよう

）ブルドーザと、湿地
しっち

ブルドーザに分類
ぶんるい

さ

れる。湿地
しっち

ブルドーザは三角形
さんかっけい

断面
だんめん

をした幅
はば

の広
ひろ

い（トラック）シューを 装着
そうちゃく

し（接地圧
せっちあつ

を下
さ

げ）

軟弱地
なんじゃくち

での作業
さぎょう

をしやすくしている。なお､
、

小
こ

型
がた

のブルドーザ
ぶるどーざ

ではゴムクローラを装
そう

着
ちゃく

したものも

ある。 
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大型
おおがた

ブルドーザ（リッパ付
つき

） 

小型
こ が た

湿地
し っ ち

ブルドーザ 

２． ブルドーザの用途
ようと

 

ブルドーザは一般的
いっぱんてき

に面
めん

状
じょう

な現場
げんば

での掘削
くっさく

、運搬
うんぱん

（押土
おしど

）、盛土
もりど

、敷
し

き均
なら

し、締
しめ

固
かた

め転
てん

圧
あつ

等
など

、幅
はば

広
ひろ

い作
さ

業
ぎょう

に用
もち

いられ、運搬
うんぱん

（押土
お し ど

）作業
さぎょう

においては比
ひ

較
かく

的
てき

短
みじか

い距
きょ

離
り

を得意
とくい

とし、距離
きょり

が⻑
なが

くなると効率
こうりつ

は低下
ていか

する。 

大型
おおがた

ブルドーザは車体
しゃたい

後部
こうぶ

にリッパを装
そう

着
ちゃく

し岩盤
がんばん

の

掘削
くっさく

に用
もち

いられることも多
おお

く、湿地用
しっちよう

ブルドーザは主
おも

に軟
なん

弱
じゃく

地
ち

での作
さ

業
ぎょう

に用
もち

いられる。 

３． ブルドーザの構造
こうぞう

 

① エンジン  

（エンジンについては「Ⅵ 建設
けんせつ

機械
きかい

の要素
ようそ

技術
ぎじゅつ

」で説明
せつめい

する） 

② 主
しゅ

クラッチ 

エンジンから出
で

た 動力
どうりょく

をトランスミッションに伝
つた

えたり切
き

ったりする装置
そうち

である。 

エンジンの始動
しどう

時
じ

、変速時
へんそくじ

および進行
しんこう

方向
ほうこう

を変える
か   

時
とき

、エンジンをまわしたまま停止
ていし

させる時
とき

等
など

に使用
しよう

する。 

③ トルクコンバータ 

トルクコンバータはパワーシフト駆動
くどう

方式
ほうしき

を構成
こうせい

する 重要
じゅうよう

な

装置
そうち

であって、エンジンで発生
はっせい

させたトルク（ 回転力
かいてんりょく

）を負荷
ふか

の変動
へんどう

に応
おう

じて自
じ

動
どう

的
てき

かつ無段階
むだんかい

に変換
へんかん

させる。 

右
みぎ

の図
ず

のようにポンプ、タービン、ステータ等
など

で構
こう

成
せい

され、これ

らは 油
あぶら

を満
み

たしたケースに納
おさ

められている。 

④ トランスミッション（変速
へんそく

装置
そうち

） 

（この 教本
きょうほん

では説明
せつめい

を割愛
かつあい

） 
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⑤ ステアリング（操
そう

向
こう

）装置
そうち

 

ブルドーザは進行
しんこう

方向
ほうこう

を変
か

える（ステアリングを切
き

る）場合
ばあい

、一般的
いっぱんてき

には左右
さゆう

いずれかのクロ

ーラを止
と

め、その反対側
はんたいがわ

のクローラを動
うご

かすことによって 行
おこな

っており、このステアリングを切
き

る

ための装
そう

置
ち

が操
そう

向
こう

装置
そうち

である。 

操
そう

向
こう

装置
そうち

は 動力
どうりょく

の伝達
でんたつ

を切ったり
き    

つないだりするためのステアリングクラッチと、 強
きょう

制
せい

的
てき

に

ブレーキを掛
か

けてクローラを止
と

めるためのステアリングブレーキから成
な

り立
た

っており、車
しゃ

体
たい

後
こう

部
ぶ

の左
さ

右
ゆう

に１セットずつ、合
ごう

計
けい

２セットが配
はい

置
ち

されている。 

⑥ ファイナルドライブ（ 終減速
しゅうげんそく

装置
そうち

） 

（この 教本
きょうほん

では説明
せつめい

を割愛
かつあい

） 

⑦ 足回
あしまわ

り装置
そうち

 

（この 教本
きょうほん

では説明
せつめい

を割愛
かつあい

） 

⑧ 油圧
ゆ あ つ

装置
そ う ち

  

 （油圧
ゆ あ つ

装置
そ う ち

については「Ⅵ 建設
けんせつ

機械
き か い

の要素
よ う そ

技術
ぎじゅつ

」で説明
せつめい

する） 
 

Ⅲ． 積
つみ

込
こ

み機械
きかい

（トラクタショベル） 

トラクタショベルの走行方式
そうこうほうしき

にはクローラ式
しき

とタイヤ式
しき

があり、クローラ式
しき

のものをトラクタ

ショベルと呼び
よ   

、タイヤ式
しき

のものをホイールローダと呼
よ

ぶ。この 教本
きょうほん

では、現在
げんざい

トラクタショ

ベルの大半
たいはん

を占
し

めるホイールローダについて述
の

べる。 

１． ホイールローダの種類
しゅるい

 

① 操
そう

向
こう

形式
けいしき

による分類
ぶんるい

  

ホイールローダは操
そう

向
こう

形
けい

式
しき

（ステアリング形
けい

式
しき

）の違
ちが

いによ

りアーティキュレート式
しき

（車体
しゃたい

屈折式
くっせつしき

）、フロントステア式
しき

、リ

アステア式
しき

、およびスキッドステア式
しき

の４方
ほう

式
しき

に分
ぶん

類
るい

される。

現在
げんざい

ホイールローダの大半
たいはん

はアーティキュレ−ト式
しき

を採用
さいよう

しており、フロントステア式
しき

やリアステ
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ア式
しき

はほとんど見
み

かけなくなった。 

スキッドステア式
しき

は小
こ

型
がた

ホイールローダ（スキッドステアローダ）に採
さい

用
よう

されている。 

② 動力
どうりょく

伝達
でんたつ

方式
ほうしき

による分類
ぶんるい

 

動力
どうりょく

伝達
でんたつ

方式
ほうしき

の違
ちが

いによりパワーシフト方
ほう

式
しき

と油
ゆ

圧
あつ

駆
く

動
どう

（ＨＳＴ）方
ほう

式
しき

の２種
しゅ

類
るい

に分
ぶん

類
るい

される。 

ホイールローダはタイヤで地
じ

面
めん

を蹴
け

る必要
ひつよう

があるこ

とから、できるだけスリップしないよう４輪
りん

駆動
くどう

方式
ほうしき

を

採用
さいよう

している。 

２． ホイールローダの用途
ようと

 

ホイールローダは一般的
いっぱんてき

に土砂
どしゃ

等
など

をすくい込
こ

んでダンプトラックに積
つみ

込
こ

んだり、ホッパに 投入
とうにゅう

する作業
さぎょう

に用
もち

いられ、タイヤ式
しき

の特
とく

⻑
ちょう

である機
き

動
どう

性
せい

を生
い

かして 短中
たんちゅう

距離
きょり

の運搬
うんぱん

作業
さぎょう

（ロードアン

ドキャリ作業
さぎょう

）に使用
しよう

されることもある。しかし、 逆
ぎゃく

に 十
じゅう

分
ぶん

な掘
くっ

削
さく

力
りょく

が得
え

られないというタイ

ヤ式
しき

の 弱点
じゃくてん

があるため、地山
ぢやま

の掘
くっ

削
さく

作
さ

業
ぎょう

には適
てき

していない。 

３． ホイールローダの構造
こうぞう

 

① エンジン 

（エンジンについては「Ⅵ 建設
けんせつ

機械
きかい

の要素
ようそ

技術
ぎじゅつ

」で説明
せつめい

しま

す） 

② トルクコンバータ 

（ 前述
ぜんじゅつ

の「ブルドーザ」の説明
せつめい

を 参照
さんしょう

して下
くだ

さい） 

③ トランスミッション（変速
へんそく

装置
そ う ち

） 

（この教 本
きょうほん

では説明
せつめい

を割愛
かつあい

します） 

④ ステアリング（操
そう

向
こう

）装置
そうち

 

アーティキュレート式
しき

（車体
しゃたい

屈折式
くっせつしき

）では、車体
しゃたい

を前後
ぜんご

２つの

部
ぶ

分
ぶん

に分
わ

け、これらをピンで接続
せつぞく

し自由
じゆう

に左右
さゆう

方向
ほうこう

に折
お

れ曲
ま

がる構
こう

造
ぞう

としている。ステアリングホ
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イールを回
まわ

すことによって圧油
あつゆ

をステアリングシリンダに送
おく

り車体
しゃたい

を 屈曲
くっきょく

させ操
そう

向
こう

を切
き

る。 

⑤ 差動
さどう

装置
そうち

（ディファレンシャル） 

駆
く

動
どう

車
しゃ

軸
じく

（４輪
りん

駆
く

動
どう

の場
ば

合
あい

は前
ぜん

後
ご

の車
しゃ

軸
じく

）の 中
ちゅう

央
おう

部
ぶ

に装
そう

備
び

され、左右
さゆう

のタイヤが別々
べつべつ

に異
こと

なった速
そく

度
ど

で回転
かいてん

できるように

するための装置
そうち

で、ステアリングを切
き

った時
とき

、外
そと

側
がわ

のタイヤを

内
うち

側
がわ

のタイヤよりも速
はや

く回
まわ

す事
こと

により、スムーズに曲
ま

がれるよ

うにしている。 

しかし、このままでは片
かた

輪
りん

がʻぬかるみʼに入
はい

り込
こ

んだ時
とき

、片
かた

輪
りん

だけが空
くう

転
てん

して脱
だっ

出
しゅつ

できなくなることがあるため、デフロ

ックあるいはリミテッドスリップデフ機
き

構
こう

を装
そう

備
び

することによって軟
なん

弱
じゃく

地
ち

走
そう

破
は

性
せい

を高
たか

めたものも

ある。 

⑥ ブレーキ 

ホイールローダのブレーキを目的
もくてき

別
べつ

に分類
ぶんるい

すると、フートブレーキ、パーキングブレーキ、エ

マージェンシブレーキの３つがある。 

フートブレーキは走行
そうこう

速度
そくど

を落としたり
お      

、停止
ていし

するためのもの、パーキングブレーキは 駐車
ちゅうしゃ

す

るためのもの、そして、エマージェンシブレーキは 緊急
きんきゅう

時
じ

に自動的
じどうてき

に作動
さどう

するものである。 

フ−トブレーキのブレーキペダルは 通常
つうじょう

２個
こ

装着
そうちゃく

されており、右側
みぎがわ

のペダルを踏
ふ

むとブレー

キのみが効
き

き、左側
ひだりがわ

のペダルを踏
ふ

むとブレーキが効
き

くと同時
どうじ

にトランスミッションが 中立
ちゅうりつ

になる。 

この 左側
ひだりがわ

のブレーキは、ダンプトラックへの接近
せっきん

から排土
はいど

までの一連
いちれん

の運転
うんてん

操作
そうさ

を容易
ようい

にする

ためのもので、ミッション・カットオフ・ブレーキと呼
よ

んでいる。 
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⑦ タイヤ 

ホイールローダには空
くう

気
き

入
い

りタイヤが用
もち

いられ、摩耗
まもう

や岩石
がんせき

に

よるカット（ 損傷
そんしょう

）を少
すく

なくしたり、大
おお

きな荷
か

重
じゅう

に耐
た

え、十
じゅう

分
ぶん

な

牽
けん

引
いん

力
りょく

を発
はっ

揮
き

するような材
ざい

質
しつ

や構
こう

造
ぞう

・形 状
けいじょう

が採
さい

用
よう

されている。タ

イヤ踏
とう

面
めん

の紋
もん

様
よう

（トレッドパターン）には多
おお

くの種
しゅ

類
るい

があるが、ホ

イールローダでは主
おも

にトラクションパターンやロックパターンが

使
し

用
よう

されている。 

⑧ 作業
さぎょう

装置
そうち

（作業機
さぎょうき

） 

ホールローダの作業
さぎょう

装置
そうち

はリフトアーム、バケット、およびバケットを前後
ぜんご

に傾転
けいてん

するチルト

機構
きこう

から構成
こうせい

されている。チルト機構
きこう

の形式
けいしき

にはＺバーリング式
しき

とパラレルリンク式
しき

があり、

比較的
ひかくてき

小さな
ちい   

油圧
ゆあつ

シリンダで大きな
おお   

掘削力
くっさくりょく

が得られ
え   

、構造
こうぞう

が簡単
かんたん

なＺバーリング式
しき

が大半
たいはん

を占
し

め

ている。 

ホイールローダの作業
さぎょう

装置
そ う ち

には、キックアウト装置
そ う ち

とバケットポジショナ装置
そ う ち

が付いている。 

キックアウト装置
そ う ち

は、バケットがあらかじめ決
き

められた高さに達
たっ

すると自動的
じ ど う て き

にリフト用
よう

コン

トロールレバーが“保持
ほ じ

”の位置
い ち

にもどり、バケットをその位置
い ち

に保持
ほ じ

する装置
そ う ち

である。 

バケットポジショナ装置
そ う ち

は、ブームの降下
こ う か

中
ちゅう

でも、地上
ちじょう

の掘削面
くっさくめん

においてバケットがあらかじ

めセットされた適切
てきせつ

な掘削
くっさく

角度
か く ど

になると、自動的
じ ど う て き

にチルト用
よう

コントロールレバーが“保持
ほ じ

”の位置
い ち

に

もどり、バケットをその位置
い ち

に保
ほ

持
じ

する装置
そ う ち

である。 

 

Ⅳ． 掘削
くっさく

機械
きかい

(油圧
ゆあつ

ショベル) 

１． 油圧
ゆあつ

ショベルの種類
しゅるい

 

① 走行
そうこう

形式
けいしき

による分類
ぶんるい

 

油圧
ゆあつ

ショベルは走行
そうこう

形式
けいしき

（下
か

部
ぶ

走
そう

行
こう

体
たい

の形
けい

式
しき

）の違
ちが

いによりクローラ式
しき

とホイール式
しき

に分類
ぶんるい

される。 
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かつてはトラックに搭載
とうさい

したトラックバックホウも使
つか

われていたが、現在
げんざい

ではほとんど見
み

かけ

なくなった。 

② 車体
しゃたい

旋回
せんかい

半径
はんけい

による分類
ぶんるい

 

狭
せま

い現
げん

場
ば

での安全性
あんぜんせい

や小
こ

回
まわ

り性
せい

を考慮
こうりょ

し、後端
こうたん

旋回
せんかい

半径
はんけい

や作
さ

業
ぎょう

機
き

（前
ぜん

方
ぽう

の）旋回
せんかい

半径
はんけい

を小
ちい

さく

した機種
きしゅ

があり、これらと 従来型
じゅうらいがた

とを区別
くべつ

することがあります。後端
こうたん

旋回
せんかい

半径
はんけい

のみを小
ちい

さくした

ものを後
こう

方
ほう

小
しょう

旋
せん

回
かい

型
がた

、後端
こうたん

と作業機
さぎょうき

両方
りょうほう

の旋回
せんかい

半径
はんけい

を小
ちい

さくしたものを 超
ちょう

小
しょう

旋
せん

回
かい

型
がた

と呼
よ

ぶ。 

③ 作業
さぎょう

装置
そうち

による分類
ぶんるい

 

油圧
ゆあつ

ショベルは、本体
ほんたい

に 装着
そうちゃく

する作業
さぎょう

装置
そうち

によって機械
きかい

の呼
よ

び方
かた

が変
かわ

ることがある。代表的
だいひょうてき

な

ものとしてはバックホウ、ローディングショベル、クラムシェル等
など

があげられる。 

２． 油圧
ゆあつ

ショベルの用途
ようと

 

前述
ぜんじゅつ

のように、油圧
ゆあつ

ショベルは 装着
そうちゃく

する作業
さぎょう

装置
そうち

によって機械
きかい

の呼
よ

び方
かた

が変
かわ

るとともに、作業
さぎょう

の内容
ないよう

、用途
ようと

も大
おお

きく変
へん

化
か

してきた。 

一般的
いっぱんてき

にバックホウの場合
ばあい

、地山
ぢやま

の掘削
くっさく

や積
つみ

込
こ

み、敷
し

き均
なら

し、整
せい

形
けい

等
など

、非
ひ

常
じょう

に幅
はば

広
ひろ

い作
さ

業
ぎょう

に

使
つか

われる。また、バケットの代
か

わりにブレーカを 装着
そうちゃく

すれば破
は

砕
さい

、小
こ

割
わ

り等
など

にも使
つか

うことができ

る。 

ローディングショベルは路盤
ろばん

から上
うえ

にある土砂
どしゃ

や岩
がん

石
せき

の積
つみ

込
こ

みに、クラムシェルは路盤
ろばん

より下
した

（地下
ちか

等
など

）にある土砂
どしゃ

をすくって持
も

ち上
あ

げる作
さ

業
ぎょう

に使
つか

われる。 

３． 油圧
ゆあつ

ショベルの構造
こうぞう

 

油圧
ゆあつ

ショベルは基本的
きほんてき

に下部
かぶ

走行体
そうこうたい

、上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

、および作業
さぎょう

装置
そうち

（ブームやアーム、バケッ

ト等
など

）の３つの主
しゅ

要
よう

な装
そう

置
ち

で成
な

り立
た

っている。 

① 下部
か ぶ

走行体
そうこうたい

 

下部
かぶ

走行体
そうこうたい

は 上
じょう

部
ぶ

旋
せん

回
かい

体
たい

や作
さ

業
ぎょう

装置
そうち

を支
ささ

え移動
いどう

するための装
そう

置
ち

で、トラックフレームや、クローラ、走
そう

行
こう

モータ、アイドラ、ロー

ラ等
など

から成
な

り立
た

っている。 
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② 上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

 

上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

は旋回
せんかい

ベアリングを介
かい

して下
か

部
ぶ

走
そう

行
こう

体
たい

の

上
うえ

に搭載
とうさい

され、レボルビングフレームを骨格
こっかく

とし、これ

にエンジンや油圧
ゆあつ

ポンプ、油圧
ゆあつ

バルブ類
るい

、スイベルジョ

イント、旋回
せんかい

装置
そうち

、運転席
うんてんせき

、および作業
さぎょう

装置
そうち

等
など

の多
おお

くの

主
しゅ

要
よう

な装
そう

置
ち

が搭載
とうさい

されている。 

１）スイベルジョイント（油圧
ゆあつ

回転
かいてん

継手
つぎて

） 

スイベルジョイントは 上
じょう

部
ぶ

旋
せん

回
かい

体
たい

と下部
かぶ

走行体
そうこうたい

との 間
あいだ

にあって油圧
ゆあつ

の伝
でん

達
たつ

を 行
おこな

う装
そう

置
ち

で、

上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

が旋
せん

回
かい

しても配管
はいかん

がよじれないようにするためのジョイントである。 

２）旋回
せんかい

装置
そうち

 

油圧
ゆあつ

モータと減速機
げんそくき

、ピニオンで構成
こうせい

される装置
そうち

で、上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

に取
と

り付
つ

けられ、ピニオンで下
か

部
ぶ

走
そう

行
こう

体
たい

側
がわ

の（インナー

レースに設
もう

けた）ギヤを蹴
け

ることによって 上
じょう

部
ぶ

旋
せん

回
かい

体
たい

を旋
せん

回
かい

させる。 

③ 作業
さぎょう

装置
そうち

（作業機
さぎょうき

） 

上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

の前方
ぜんぽう

に取
と

り付
つ

けられ、実際
じっさい

に土砂
どしゃ

等
など

の作業
さぎょう

対象物
たいしょうぶつ

を掘削
くっさく

したり持
も

ち上
あ

げたりする

装
そう

置
ち

で、対象物
たいしょうぶつ

の 性状
せいじょう

や 車両
しゃりょう

と 対象物
たいしょうぶつ

との位
い

置
ち

関
かん

係
けい

、距離
きょり

等
など

に応
おう

じて非常
ひじょう

に多
おお

くの種類
しゅるい

がある。

なお、下
か

部
ぶ

走
そう

行
こう

体
たい

に取
と

り付
つ

けるブレードも作業装置
さぎょうそうち

の一
いっ

種
しゅ

です。 

以下
いか

に主
おも

な作業装置
さぎょうそうち

の概要
がいよう

を述
の

べる。 

１）バックホウ 

もっとも一般的
いっぱんてき

な作業
さぎょう

装置
そうち

で、基本的
きほんてき

にはブーム、アーム、バケット、およびこれらを動
うご

か

すための油圧
ゆあつ

シリンダ等
など

で構成
こうせい

されており、このバックホウにもたくさんの種
しゅ

類
るい

がある。 
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ⅰ．スイングブーム 

主
おも

にミニ油
ゆ

圧
あつ

ショベルに採
さい

用
よう

されている形
けい

式
しき

で、ブームを根
ね

元
もと

部
ぶ

分
ぶん

から左
さ

右
ゆう

にスイング

（揺動
ようどう

）させることによって前
ぜん

方
ぽう

の旋
せん

回
かい

半
はん

径
けい

を縮
ちぢ

め（小
こ

回
まわ

り性
せい

を良
よ

くし）、狭
せま

い場
ば

所
しょ

での作
さ

業
ぎょう

をしやすくしている。 

また、壁
かべ

際
ぎわ

での溝
みぞ

掘
くっ

削
さく

等
など

、オフセット作
さ

業
ぎょう

も可
か

能
のう

である（但
ただ

しこの場
ば

合
あい

、アームやバケッ

トの動
うご

く方
ほう

向
こう

とオペレータの 体
からだ

の向
む

きが一
いっ

致
ち

しない為
ため

、やや運
うん

転
てん

操
そう

作
さ

は 難
むずか

しくなる）。 

ⅱ．オフセットブーム 

ブームの前半分
まえはんぶん

を平
へい

行
こう

リンク構造
こうぞう

とし、アームやバケットが左右
さゆう

に平行
へいこう

移動
いどう

できるように

したもので、車体
しゃたい

中心
ちゅうしん

をはずれた場
ば

所
しょ

を車体
しゃたい

中心
ちゅうしん

線
せん

と平行
へいこう

に掘削
くっさく

（オフセット作業
さぎょう

）できる

ことから、各種
かくしゅ

の溝
みぞ

掘削
くっさく

に使用
しよう

される。 

前述
ぜんじゅつ

のスイングブームと比
くら

べ、オフセット作業
さぎょう

においてもオペレータの向
む

きとアームやバ

ケットの動
うご

く方
ほう

向
こう

が同
おな

じであるため、運転
うんてん

操作
そうさ

が簡
かん

単
たん

である。 

ⅲ． 伸縮
しんしゅく

アーム 

アームが伸
の

び縮
ちぢ

みする形式
けいしき

で、一
いっ

般
ぱん

的
てき

な（⻑
なが

さの変
か

わらない）作業装置
さぎょうそうち

に比
くら

べ深
ふか

い 所
ところ

まで

掘削
くっさく

でき、しかもダンプトラックへの積
つみ

込
こ

みも容易
ようい

にできるため、下
げ

水
すい

道
どう

をはじめとする管
かん

工事
こうじ

でよく使
つか

わる。 

ⅳ．その他
ほか

 

前述
ぜんじゅつ

ａ）からｃ）の他
ほか

にもバックホウの作業装置
さぎょうそうち

には多
おお

くの種類
しゅるい

がある。 

「エクステンションアーム（一般的
いっぱんてき

なアームの先端
せんたん

に延
えん

⻑
ちょう

用
よう

の部
ぶ

材
ざい

を追
つい

加
か

装
そう

着
ちゃく

し、⻑
なが

さ

を⻑
なが

くしたもの）」や「ロングアーム」、「ロングブームアンドロングアーム」等
など

は、より遠
とお

く

より深
ふか

くまで掘削
くっさく

・整形
せいけい

することを目
もく

的
てき

とした作業装置
さ ぎ ょ う そ う ち

である。 

これとは 逆
ぎゃく

にブームとアームを 通常
つうじょう

より 短
みじか

くした「ショトブームアンドショートアー

ム」もあり、トンネル工事
こうじ

等
など

狭
せま

い作
さ

業
ぎょう

空
くう

間
かん

で稼動
かどう

する場合
ばあい

に使用
しよう

されている。 
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２）ローディングショベル 

ローディングショベルは 前述
ぜんじゅつ

の通
とお

り､
、

路盤
ろばん

より上
うえ

にある 対象物
たいしょうぶつ

をすくい込
こ

んでダンプトラ

ック等
など

に積
つみ

込
こ

むもので､ 頑丈
がんじょう

で比
ひ

較
かく

的
てき

短
みじか

いブームとアームで構成
こうせい

され、アームを手前
てまえ

から前
ぜん

方
ぽう

に押
お

し出
だ

しながらすくい込
こ

みを 行
おこな

う。 

３）クラムシェル 

クラムシェルは通
つう

常
じょう

のバケットの代
か

わりに「２枚
まい

貝
がい

」の 形
かたち

をしたバケットを 装着
そうちゃく

し､深
ふか

い

所
ところ

から土
ど

砂
しゃ

をすくい込
こ

んで地
ち

上
じょう

まで持
も

ち上
あ

げ、ダンプトラック等
など

に積
つみ

込
こ

むものである。 

クラムシェルには、 通常
つうじょう

のバックホウバケットを外
はず

し、クラムシェルバケットを装
そう

着
ちゃく

した

だけの簡易的
かんいてき

なものや、アームを多
た

段
だん

にし油圧
ゆあつ

で伸
しん

縮
しゅく

可
か

能
のう

にしたテレスコピック式
しき

クラムシェ

ルもある。 

④ 先端
せんたん

アタッチメント 

前 述
ぜんじゅつ

のバケットやブレーカ等
など

、実際
じっさい

に対
たい

象
しょう

物
ぶつ

にコンタクト
こ ん た く と

する装置
そ う ち

を先
せん

端
たん

アタッチメントと

呼
よ

ぶことがある。 先端
せんたん

アタッチメントには、これらの他
ほか

に対
たい

象
しょう

物
ぶつ

を掴
つか

み持
も

ち上
あ

げる「グラップル」

や、解
かい

体
たい

工
こう

事
じ

等
など

で使用
しよう

される油圧式
ゆあつしき

の「圧砕機
あっさいき

」、油
ゆ

圧
あつ

モータで駆動
くどう

する回転式
かいてんしき

の切削機
せっさくき

等
など

、非常
ひじょう

に

たくさんの種類
しゅるい

がある。 

 

 

 

 

 

Ⅴ． 締
しめ

固
かた

め機
き

械
かい

（ローラ） 

１． ローラの種類
しゅるい

 

締
しめ

固
かた

め機
き

械
かい

は、締
しめ

固
かた

めの原
げん

理
り

によって分類
ぶんるい

する方法
ほうほう

と、機械
きかい

の形態
けいたい

によって分類
ぶんるい

する方法
ほうほう

があ

り、締
しめ

固
かた

めの原
げん

理
り

によると下
した

の 表
ひょう

のように分
ぶん

類
るい

されます。 
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締
しめ

固
かた

め機
き

械
かい

の分
ぶん

類
るい

（締
しめ

固
かた

め原
げん

理
り

による） 

締
しめ

固
かた

め機
き

械
かい

 

 

 

ローラ式
しき

 

 

 

静的
せいてき

荷重
かじゅう

による 

（輪
りん

荷重
かじゅう

） 

ロードローラ 
マカダムローラ 

タンデムローラ 

タイヤローラ 

ゆすり効果
こ う か

による 

（振動力
しんどうりょく

） 

振動
しんどう

ローラ 

振動
しんどう

コンパクタ 

平板式
へいばんしき

 
突
つ

く、又
また

は叩
たた

くによる 

（衝 撃 力
しょうげきりょく

） 

タンピングローラ 

タンパ 

２． 主
おも

なローラ  

① ロードローラ 

ロードローラは道路
ど う ろ

工事
こ う じ

におけるアスファルト混
こん

合
ごう

物
ぶつ

や路
ろ

盤
ばん

の締
しめ

固
かた

め、路
ろ

床
しょう

の仕
し

上
あ

げ転
てん

圧
あつ

に多
おお

く使
し

用
よう

され、

別名
べつめい

「鉄
てつ

輪
りん

ローラ」とも呼
よ

ばれマカダム型
がた

とタンデム型
かた

が

あります。 

② タイヤローラ 

タイヤローラはロードローラと同
おな

じくアスファルト混
こん

合
ごう

物
ぶつ

や路盤
ろばん

の

締
しめ

固
かた

めや、路
ろ

床
しょう

の転
てん

圧
あつ

に多
おお

く使
し

用
よう

され、その名
な

の通
とお

り複
ふく

数
すう

の空
くう

気
き

入
い

りゴ

ムタイヤを 装着
そうちゃく

しています。 

③ 振動
しんどう

ローラ 

１）振動
しんどう

ローラの概要
がいよう

と種類
しゅるい

 

振動
しんどう

ローラは機械
きかい

自身
じしん

の 質量
しつりょう

（自重
じじゅう

）に加
くわ

え、転圧
てんあつ

輪
りん

を

強制的
きょうせいてき

に振
しん

動
どう

させる事
こと

によって自重
じじゅう

の１〜５倍
ばい

の動
どう

荷重
かじゅう

を

発生
はっせい

させ、効率的
こうりつてき

な締
しめ

固
かた

めができる転
てん

圧
あつ

機
き

械
かい

です。 
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振動
しんどう

ローラは駆動
くどう

形式
けいしき

の違
ちが

いによって「自
じ

走
そう

式
しき

」「被
ひ

けん引
いん

式
しき

」「ハンドガイド式
しき

」に分
わ

けら

れ、用
よう

途
と

の違
ちが

いによって「舗
ほ

装
そう

用
よう

」と「土
ど

工
こう

用
よう

」に分
わ

けられます。 

２）振動
しんどう

ローラの構造
こうぞう

 

振動
しんどう

ローラは転圧
てんあつ

輪
りん

を 強制的
きょうせいてき

に振動
しんどう

させる 所
ところ

に 特徴
とくちょう

があり、この振動
しんどう

を起
お

こす装
そう

置
ち

が起
き

振
しん

装
そう

置
ち

です。 

一般的
いっぱんてき

に、起振
きしん

装置
そうち

は転圧
てんあつ

輪
りん

の内部
ないぶ

に装備
そうび

され、偏
へん

心
しん

体
たい

を高速
こうそく

回転
かいてん

させることによって

遠心力
えんしんりょく

を発生
はっせい

させ振動
しんどう

を起
お

こす装
そう

置
ち

です。振動
しんどう

モータによってロール 中
ちゅう

心
しん

軸
じく

と一
いっ

体
たい

となった

偏
へん

心体
しんたい

を回転
かいてん

させています。左側
ひだりがわ

の走
そう

行
こう

モータはロールを回
かい

転
てん

させる（振
しん

動
どう

ローラが走
そう

行
こう

する）

ためのものです。 

振動
しんどう

ロールの振幅
しんぷく

は 1.5mm前後
ぜ ん ご

のものが多
おお

いが、なかには 2mm を超
こ

えるものも存在し、

舗装用
ほ そ う よ う

振動
しんどう

ローラに比
くら

べるとかなり大
おお

きな 値
あたい

になっている。 

④ タンピングローラ 

タンピングローラは鋼板製
こうはんせい

の 中
ちゅう

空
くう

円
えん

筒
とう

（ロール）の外
がい

周
しゅう

に

⻑
なが

さ 100mm〜200mm の突
とっ

起
き

（フート）を 60〜100本
ほん

装
そう

着
ちゃく

し

たもので、アースダムや道
どう

路
ろ

、飛
ひ

行
こう

場
じょう

建
けん

設
せつ

における厚層
あつそう

の土
つち

の

転
てん

圧
あつ

に適
てき

しています。 

突起
とっき

の 形状
けいじょう

によりシープスフートローラや、テーパフート

ローラ等
など

の種
しゅ

類
るい

があります。 

 

Ⅵ． 建設
けんせつ

機械
きかい

の要素
ようそ

技術
ぎじゅつ

 

１． エンジン（原動機
げんどうき

） 

① エンジンの種類
しゅるい

 

１） 燃料
ねんりょう

・ 燃焼
ねんしょう

方式
ほうしき

による分類
ぶんるい

 

エンジンは 燃焼
ねんしょう

方式
ほうしき

の違
ちが

いによりディーゼルエンジンとガソリンエンジンに分
ぶん

類
るい

されます。
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ディーゼルエンジンはピストンで 圧縮
あっしゅく

した空気
くうき

に 燃料
ねんりょう

（軽油
けいゆ

）をノズルから高
こう

圧
あつ

で噴
ふん

射
しゃ

する

ことによって自然
しぜん

着火
ちゃっか

させ 燃焼
ねんしょう

・爆発
ばくはつ

させる方
ほう

式
しき

です。（ディーゼルエンジンには点火
てんか

プラグ

はありません。） 

一方
いっぽう

、ガソリンエンジンは 燃料
ねんりょう

（ガソリン）と空気
くうき

を混合
こんごう

させ、これをピストンで 圧縮
あっしゅく

し

た 所
ところ

に点火
てんか

プラグで電気的
でんきてき

な火花
ひばな

を飛
と

ばせて点
てん

火
か

し、燃
ねん

焼
しょう

・爆
ばく

発
はつ

させる方
ほう

式
しき

です。 

２）作動
さどう

方式
ほうしき

による分類
ぶんるい

 

エンジンは作
さ

動
どう

方
ほう

式
しき

（ 吸
きゅう

入
にゅう

⇒圧
あっ

縮
しゅく

⇒燃
ねん

焼
しょう

⇒排
はい

気
き

の一
いち

連
れん

の作
さ

動
どう

を完
かん

了
りょう

する 間
あいだ

に、ピスト

ンが何
なん

回
かい

行
い

ったり来
き

たりするか）の違
ちが

いによって４サイクル方
ほう

式
しき

と２サイクル方
ほう

式
しき

に分類
ぶんるい

され

る。 

４サイクル方
ほう

式
しき

においては、クランクシャフトが２回
かい

転
てん

（４ストローク）する 間
あいだ

に１サイ

クル（ 吸
きゅう

入
にゅう

⇒圧
あっ

縮
しゅく

⇒燃
ねん

焼
しょう

⇒排
はい

気
き

）が完
かん

了
りょう

します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

３） 冷却
れいきゃく

方式
ほうしき

による分類
ぶんるい

 

エンジンは 冷却
れいきゃく

方式
ほうしき

の違
ちが

いによって水冷式
すいれいしき

と空冷式
くうれいしき

に分類
ぶんるい

されます。 

② 建設
けんせつ

機械
きかい

に搭載
とうさい

するエンジン 

一般的
いっぱんてき

に、建設
けんせつ

機械
きかい

には「４サイクル方
ほう

式
しき

」で「水
すい

冷
れい

式
しき

」の「ディーゼルエンジン」が搭
とう

載
さい

され

ています。 

③ ディーゼルエンジンの構造
こうぞう

 

ディーゼルエンジンはエンジン本体
ほんたい

、 吸
きゅう

・排気
は い き

装置
そ う ち

、潤 滑
じゅんかつ

装置
そ う ち

、燃 料
ねんりょう

装
そう

置
ち

、冷
れい

却
きゃく

装
そう

置
ち

、電気
で ん き

 ４サイクルディーゼルエンジン
さ い く る で ぃ ー ぜ る え ん じ ん

の作動
さ ど う
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装置
そ う ち

等
など

で構成
こうせい

されています。 

１）エンジン 本体
ほんたい

 

エンジン本
ほん

体
たい

はエンジンの骨
こっ

格
かく

を形成
けいせい

するもので、シリンダブロックやシリンダヘッド、ク

ランクシャフト、フライホイール、オイルパン等
など

、多
おお

くの装
そう

置
ち

や部
ぶ

品
ひん

から成
な

り立
た

っている。 

２） 吸
きゅう

・排気
はいき

装置
そうち

 

吸
きゅう

・排気
はいき

装置
そうち

はシリンダの中
なか

に空
くう

気
き

を送
おく

り込
こ

むと共
とも

に、

燃
ねん

焼
しょう

し終
お

わったガスをシリンダから排
はい

出
しゅつ

するための装置
そうち

で、エアクリーナ（空気
くうき

清浄器
せいじょうき

）やターボチャージャ (過
か

給
きゅう

機
き

）、吸
きゅう

気
き

マニホールド、排気
はいき

マニホールド、マフア等
など

から

成
な

り立
た

っています。 

エアクリーナはシリンダに送
おく

り込
こ

む空
くう

気
き

を浄化
じょうか

する装置
そうち

です。 

またターボチャージャは排
はい

気
き

ガスの 圧力
あつりょく

により駆動
くどう

され、シリンダに送
おく

り込
こ

む空
くう

気
き

を 圧縮
あっしゅく

し密
みつ

度
ど

を高
たか

め（酸
さん

素
そ

の 量
りょう

をふやし）エンジンの 出力
しゅつりょく

を 向上
こうじょう

させる装置
そうち

です。 

３） 潤滑
じゅんかつ

装置
そうち

 

潤滑
じゅんかつ

装置
そうち

はピストンやクランクシャフト等
など

の 摺動
しゅうどう

、回転
かいてん

する部分
ぶぶん

に 潤
じゅん

滑
かつ

油
ゆ

を 供
きょう

給
きゅう

し、そ

の運動
うんどう

をなめらかにし、錆
さ

びつきや焼
や

きつきを防
ぼう

止
し

するための装置
そうち

で、オイルポンプやオイル

フィルタ、オイルクーラ等
など

から成
な

り立
た

っています。 

４） 燃料
ねんりょう

装置
そうち

 

燃料
ねんりょう

装置
そうち

はシリンダの中
なか

に 燃料
ねんりょう

を高圧
こうあつ

で噴射
ふんしゃ

し、燃
ねん

焼
しょう

を起
お

こさせる装
そう

置
ち

で、 燃料
ねんりょう

タンク

やフィルタ、 噴射
ふんしゃ

ポンプ、 噴射
ふんしゃ

ノズル等
など

から成
な

り立
た

っています。 
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５）冷 却
れいきゃく

装置
そ う ち

 

エンジンは冷 却
れいきゃく

しないで運
うん

転
てん

すると、燃
ねん

焼
しょう

による熱
ねつ

や、

摩擦
ま さ つ

による熱
ねつ

によっていろいろな箇所
かしょ

が異常
いじょう

に高温
こうおん

になり、

運転
うんてん

を継続
けいぞく

することができなくなるため、 冷却
れいきゃく

装置
そうち

によって

一定
いってい

の温
おん

度
ど

以
い

上
じょう

にならないようにしている。 

水冷式
すいれいしき

エンジンの 冷却
れいきゃく

装置
そうち

はラジエータやファン、ウォ−

タポンプ、サーモスタット等
など

から成
な

り立
た

っている。 

水冷式
すいれいしき

エンジンでは、水
みず

はウォータポンプによってエンジン内
ない

部
ぶ

に送
おく

り込
こ

まれます。 

高
こう

温
おん

になった水
みず

（エンジンを冷
ひ

やした水
みず

）は、ラジエータを通
つう

過
か

する時
とき

にファンからの風
かぜ

に

よって冷
ひ

やされウォータポンプに戻
もど

されます。 

６）電気
でんき

装置
そうち

 

電気
でんき

装置
そうち

はエンジンそのものが必要
ひつよう

とする電気
でんき

を 供給
きょうきゅう

す

るとともに、エンジンを搭載
とうさい

する 車両
しゃりょう

に対して
たい   

も電気
でんき

を

供給
きょうきゅう

する役割
やくわり

を持
も

っています。 

電
でん

気
き

装
そう

置
ち

はオルタネータ（ 充
じゅう

電
でん

発
はつ

電
でん

機
き

）やレギュレータ

（電圧
でんあつ

・電
でん

流
りゅう

調
ちょう

整
せい

器
き

）、バッテリ（蓄電池
ちくでんち

）、スタータ（始動
しどう

モータ）、照明
しょうめい

装置
そうち

等
など

から成
な

り立
た

っており、一
いっ

般
ぱん

的
てき

にエンジンにはオルタネータとスタータが装
そう

着
ちゃく

され、その他
ほか

の装
そう

置
ち

は車
しゃ

両
りょう

側
がわ

に装
そう

着
ちゃく

されます。 

ⅰ）オルタネータ（充電発
じゅうでんはつ

電機
で ん き

） 

オルタネータは一般的
いっぱんてき

にファンベルトで駆動
く ど う

され、電気
で ん き

を起
お

こしてバッテリに送
おく

り充 電
じゅうでん

す

るための装置
そうち

です。 

ⅱ）バッテリ（蓄電池
ちくでんち

） 

バッテリは電
でん

気
き

を 蓄
たくわ

え、始
し

動
どう

モータや 照
しょう

明
めい

装
そう

置
ち

等
など

に電気
で ん き

を 供 給
きょうきゅう

するため
る た

の装置
そ う ち

です。 
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④ ディーゼルエンジンの燃 料
ねんりょう

とオイル 

１）燃 料
ねんりょう

 

ディーゼルエンジンの燃 料
ねんりょう

には一般的
いっぱんてき

に軽油
け い ゆ

が使用
し よ う

されています。ディーゼルエンジン用
よう

燃 料
ねんりょう

には揮発性
き は つ せ い

はいらないので、高粘度
こ う ね ん ど

の石油
せ き ゆ

が使用
し よ う

されるため低温
ていおん

流動性
りゅうどうせい

が重 要
じゅうよう

な性質
せいしつ

と

なる。 

軽油
け い ゆ

は、流動点
りゅうどうてん

や目
め

詰
づ

まり点
てん

などの低温
ていおん

特性
とくせい

の違
ちが

いにより特
とく

1号
ごう

、1〜3号
ごう

、特
とく

3号
ごう

の 5種類
しゅるい

に

分類
ぶんるい

されている。流動点
りゅうどうてん

とは流動性
りゅうどうせい

を維持
い じ

できる限界
げんかい

温度
お ん ど

、目
め

詰
づ

まり点
てん

とは析 出
せきしゅつ

した軽油
け い ゆ

ワ

ックス分
ぶん

が燃 料
ねんりょう

フィルタを閉塞
へいそく

する温度
お ん ど

であり、目
め

詰
づ

まり点
てん

の方が流動点
りゅうどうてん

より高
たか

い。 

燃
ねん

料
りょう

に水
みず

が混
ま

じるとエンジンが不
ふ

調
ちょう

になるため、水
みず

が混
こん

入
にゅう

しないように 注
ちゅう

意
い

する必
ひつ

要
よう

が

あります。 

２）エンジンオイル（潤滑油
じゅんかつゆ

） 

エンジンオイルには 潤
じゅん

滑
かつ

、冷
れい

却
きゃく

、密
みっ

封
ぷう

、清
せい

浄
じょう

、防
ぼう

錆
せい

など多
おお

くの役
やく

割
わり

があります。 

 

２． 油圧
ゆあつ

装置
そうち

 

油圧
ゆあつ

装置
そうち

は建設
けんせつ

機械
きかい

を走行
そうこう

・旋回
せんかい

させたり、作
さ

業
ぎょう

装
そう

置
ち

（ブレードやバケット等
など

）を動
うご

かした

りする装置
そうち

で、現
げん

在
ざい

の建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

においては非
ひ

常
じょう

に 重
じゅう

要
よう

な役
やく

割
わり

を持
も

っています。 

油
ゆ

圧
あつ

装
そう

置
ち

は基
き

本
ほん

的
てき

に「パスカルの原
げん

理
り

」を応
おう

用
よう

したもので、図
ず

に

おいて 左
ひだり

側
がわ

のピストンを「１０Ｎ」の 力
ちから

で押
お

し下
さ

げると、右
みぎ

側
がわ

の

ピストンは面
めん

積
せき

の大
おお

きさに比
ひ

例
れい

した「１００Ｎ」の上
うわ

向
む

きの 力
ちから

を発
はっ

揮
き

することができる。 

① 油圧
ゆあつ

装置
そうち

の種類
しゅるい

 

油圧
ゆあつ

装置
そうち

には以下
いか

の種類
しゅるい

があります。 



  ４１ 
一般社団法人日本機械土工協会 

１）油圧
ゆあつ

発生
はっせい

装置
そうち

（油圧
ゆあつ

ポンプ） 

油圧
ゆ あ つ

ポンプはエンジンによって駆動
く ど う

され、圧油
あ つ ゆ

を吐
はき

出
だ

し油
ゆ

圧
あつ

駆
く

動
どう

装
そう

置
ち

に送
おく

る役
やく

目
め

をするもの

でギヤポンプ、ピストンポンプ（プランジャポンプ）、ベーンポンプ等
など

の種
しゅ

類
るい

があり、建設
けんせつ

機械
きかい

には主
おも

にギヤポンプやピストンポンプが使
つか

われています。 

ⅰ）ギヤポンプ 

ギヤポンプはケーシングの中
なか

で２個
こ

の⻭
は

車
ぐるま

（ギヤ）が噛
か

み

合
あ

いながら回
かい

転
てん

することによって、片
かた

側
がわ

から 油
あぶら

を吸
す

い込
こ

み、

反
はん

対
たい

側
がわ

から圧
あつ

油
ゆ

を吐
と

出
しゅつ

するものです。 

構造
こうぞう

は非常
ひじょう

にシンプルですがポンプ内部
な い ぶ

の 油
あぶら

漏
も

れが多
おお

いた

め、一
いっ

般
ぱん

的
てき

には低
てい

圧
あつ

用
よう

のポンプとして使
し

用
よう

されています。 

ⅱ）ピストンポンプ（プランジャポンプ） 

ピストンポンプは複数
ふくすう

のピストンとシリンダ（シリン

ダブロック）、弁
べん

板
いた

、軸
じく

等
など

から成
な

り立
た

っており、駆
く

動
どう

軸
じく

が

１回
かい

転
てん

する 間
あいだ

に各
かく

ピストンは１往
おう

復
ふく

（１回
かい

吸
すい

込
こ

んで１回
かい

吐
と

出
しゅつ

）します。 

ピストンポンプはピストンの配置
は い ち

方法
ほうほう

の違
ちが

いによってラジアル型
がた

とアキシャル型
がた

に分類
ぶんるい

され、さらにアキシャル型
がた

は斜軸式
しゃじくしき

と斜板式
しゃばんしき

に分類
ぶんるい

されます。 

ピストンポンプは構
こう

造
ぞう

が複
ふく

雑
ざつ

ですが、内
ない

部
ぶ

の 油
あぶら

漏
も

れが少
すく

ないため高
こう

圧
あつ

ポンプとして使
し

用
よう

さ

れています。 

２）油圧
ゆあつ

駆動
くどう

装置
そうち

 

油圧
ゆあつ

駆動
くどう

装置
そうち

は、油
ゆ

圧
あつ

ポンプから送
おく

られて来
き

た圧
あつ

油
ゆ

を機
き

械
かい

的
てき

な運
うん

動
どう

に変
へん

換
かん

する装
そう

置
ち

で、直
ちょく

線
せん

運
うん

動
どう

に変
へん

換
かん

するものが油
ゆ

圧
あつ

シリンダ、回
かい

転
てん

運
うん

動
どう

に変
へん

換
かん

す

るものが油
ゆ

圧
あつ

モータです。 
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ⅰ）油圧
ゆあつ

シリンダ 

油圧
ゆあつ

シリンダには単
たん

動
どう

形
がた

、複
ふく

動
どう

形
がた

、およびテレスコピック（多
た

段
だん

）形
がた

等
など

があり、建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

に

は複動形
ふくどうがた

がもっとも多
おお

く使
し

用
よう

されています。 

複
ふく

動
どう

形
がた

油
ゆ

圧
あつ

シリンダは 油
あぶら

の 流
りゅう

入
にゅう

方
ほう

向
こう

を切
き

り替
か

えることによって、ピストン（ロッド）を

往
おう

復
ふく

運
うん

動
どう

させることができる。 

 

ⅱ）油圧
ゆ あ つ

モータ 

油圧
ゆあつ

モータは、油
ゆ

圧
あつ

ポンプとは 逆
ぎゃく

に圧油
あつゆ

を 投入
とうにゅう

すると駆
く

動
どう

軸
じく

が回
かい

転
てん

する装
そう

置
ち

で、ギヤモータ、ピス

トンモータ（プランジャモータ）、ベーンモータ等
など

の

種
しゅ

類
るい

がある。 

また 前述
ぜんじゅつ

のポンプと同
どう

様
よう

に、ピストンモータにはラジアル型
がた

とアキシャル型
がた

があり、アキ

シャル型
がた

には斜
しゃ

板
ばん

式
しき

と斜
しゃ

軸
じく

式
しき

があります。 

３）油圧
ゆ あ つ

制御
せいぎょ

装置
そ う ち

（コントロールバブ） 

油
ゆ

圧
あつ

制
せい

御
ぎょ

装
そう

置
ち

は作動油
さ ど う ゆ

の流
なが

れる方
ほう

向
こう

や、圧 力
あつりょく

、 流 量
りゅうりょう

を制御
せいぎょ

（コントロール）する装置
そうち

で、

それぞれ方向
ほうこう

制御
せいぎょ

バルブ、 圧力
あつりょく

制御
せいぎょ

バルブ、 流量
りゅうりょう

制御
せいぎょ

バルブと呼
よ

び次
つぎ

の種
しゅ

類
るい

があります。 

ⅰ）方向
ほうこう

制御
せいぎょ

バルブ  ： 方
ほう

向
こう

切
きり

換
か

えバルブ、逆止
ぎゃくし

バルブ（チェックバルブ）等
など

 

ⅱ） 流量
りゅうりょう

制御
せいぎょ

バルブ ： 絞
しぼ

りバルブ等
など

 

ⅲ） 圧力
あつりょく

制御
せいぎょ

バルブ  ： リリーフバルブ、減圧
げんあつ

バルブ、カウンタバランスバルブ等
など

 

４）付属
ふぞく

機器
きき

 

付
ふ

属
ぞく

機
き

器
き

とは 前述
ぜんじゅつ

ⅰ）からⅲ）以
い

外
がい

のものを指
さ

し、作
さ

動
どう

油
ゆ

タンク、管
かん

、継
つ

ぎ手
て

、フィルタ、

圧
あつ

力
りょく

計
けい

等
など

がこれに含
ふく

まれます。 
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② 油圧
ゆあつ

作動油
さどうゆ

 

油
ゆ

圧
あつ

作
さ

動
どう

油
ゆ

は常
つね

に清
せい

浄
じょう

に、常
つね

に適
てき

当
とう

な温度
おんど

に保
たも

つ必
ひつ

要
よう

があります。 

作動油
さどうゆ

の中
なか

に異物
いぶつ

（ゴミなど）が 混入
こんにゅう

すると、油圧
ゆあつ

駆動
くどう

装置
そうち

（シリンダやモータなど）の 力
ちから

が

落
お

ちたり、異
い

常
じょう

な動
うご

きをする等
など

、いろいろなトラブルにつながります。 

このため、ポンプが異
い

物
ぶつ

を吸
す

い込
こ

まないようにサクションフィルタを設
せっ

置
ち

したり、回
かい

路
ろ

途
と

中
ちゅう

で

侵 入
しんにゅう

・発生
はっせい

した異物
い ぶ つ

をタンクに戻
もど

さないようにリターンフィルタを設置
せ っ ち

したりしています。 

また、作
さ

動
どう

油
ゆ

の温
おん

度
ど

が低
ひく

すぎると 油
あぶら

の粘
ねん

度
ど

が高
たか

くなり（硬
かた

くねばねばした 状
じょう

態
たい

になり）、流
なが

れ

の抵
てい

抗
こう

が大
おお

きくなり油
ゆ

圧
あつ

システムの効
こう

率
りつ

が悪
わる

くなります。 極
きょく

端
たん

に低
ひく

い場
ば

合
あい

は油
ゆ

圧
あつ

駆
く

動
どう

装
そう

置
ち

等
など

が異
い

常
じょう

な動
うご

きをすることがあります。 

逆
ぎゃく

に作
さ

動
どう

油
ゆ

の温
おん

度
ど

が高
たか

すぎると粘
ねん

度
ど

が低
ひく

くなり（さらさらした状 態
じょうたい

になり）、各
かく

油
ゆ

圧
あつ

装
そう

置
ち

の内
ない

部
ぶ

油
あぶら

漏
も

れが多
おお

くなり油圧
ゆ あ つ

駆動
く ど う

装置
そ う ち

の速度
そ く ど

が低下
て い か

したり、決
き

められた圧
あつ

力
りょく

まで上
あ

がらない（ 力
ちから

が出
で

ない）、あるいは外
がい

部
ぶ

油
あぶら

漏
も

れ（目
め

に見
み

える 油
あぶら

漏
も

れ）といった不
ふ

具
ぐ

合
あい

が発
はっ

生
せい

しやすくなります。 

また温
おん

度
ど

が高
たか

いと作
さ

動
どう

油
ゆ

やシール類
るい

、油
ゆ

圧
あつ

ホース等
など

の劣
れっ

化
か

も速
はや

くなります。 

一般的
いっぱんてき

に作動油
さどうゆ

の温度
おんど

は 50〜60℃程度
ていど

が最適
さいてき

とされています（但
ただ

し、現
げん

在
ざい

の建
けん

設
せつ

機
き

械
かい

において

は 100℃
ど

近
ちか

い高
こう

温
おん

で稼動
かどう

する機
き

械
かい

も少
すく

なくありません）。 
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Ｃ 建設
けんせつ

機械
きかい

の点検
てんけん

等
など

 
 

Ⅰ． 建設
けんせつ

機械
きかい

の点検
てんけん

・整備
せいび

 

建設
けんせつ

機械
きかい

を安全
あんぜん

に効率
こうりつ

よく使用
しよう

するためには、整備
せいび

のよい建設
けんせつ

機械
きかい

を使用
しよう

することが大切
たいせつ

です。

建設
けんせつ

機械
きかい

の点検
てんけん

整備
せいび

は、機械
きかい

の 取扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

に示
しめ

されている 日常
にちじょう

点検
てんけん

のほか、 作業中
さぎょうちゅう

に異常
いじょう

を感
かん

じた場合
ばあい

にも 必
かなら

ず 行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。法令
ほうれい

では建設
けんせつ

機械
きかい

については、年
ねん

１回
かい

の特定
とくてい

自主
じしゅ

検査
けんさ

、

月
つき

１回
かい

の定期
ていき

自主
じしゅ

検査
けんさ

および作業
さぎょう

開始前
かいしまえ

の点検
てんけん

を 行
おこな

うよう定
さだ

めており、検査者
けんさしゃ

の資格
しかく

、検査表
けんさひょう

の

保管
ほかん

期間
きかん

、検査済
けんさずみ

標章
ひょうしょう

貼付
ちょうふ

の義務
ぎむ

づけを以下
いか

のとおりに定
さだ

めています。 

 

点検
てんけん

検査
け ん さ

区分
く ぶ ん

 条 文
じょうぶん

 実施
じ っ し

する者
もの

・資格
し か く

 検査表
けんさひょう

等
など

の保
ほ

管
かん

期間
き か ん

 

作業
さぎょう

開始前
か い し ま え

点検
てんけん

 

（始業
しぎょう

時
じ

点検
てんけん

） 

安衛則
あんえいそく

１７０ 条
じょう

 

１７１ 条
じょう

 
運手者
う ん て し ゃ

 ※特
とく

に制限
せいげん

なし 

定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

 

（月
つき

１回
かい

） 

安衛則
あんえいそく

１６８ 条
じょう

 

１６９ 条
じょう

 

１７１ 条
じょう

 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が指名
し め い

する

者
もの

 
検
けん

査
さ

表
ひょう

を３年間
ねんかん

 

特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

 

（年
ねん

１回
かい

） 

安衛則
あんえいそく

１６７ 条
じょう

 

１６９ 条
じょう

 

１６９ 条
じょう

の２ 

１７１ 条
じょう

 

事 業 内
じぎょうない

検査者
けんさしゃ

 

検査
け ん さ

業 者
ぎょうしゃ

検査者
けんさしゃ

 

 

検
けん

査
さ

表
ひょう

を３年間
ねんかん

 

（検査済
け ん さ ず み

標 章
ひょうしょう

貼付
ちょうふ

） 

 

※ 法令
ほうれい

では定
さだ

められていませんが、点検
てんけん

結果
けっか

は、機械
きかい

が稼動
かどう

している 間
あいだ

保管
ほかん

することが望
のぞ

ましい

です。 
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Ⅱ． 点検
てんけん

・整備
せいび

の一般的
いっぱんてき

注意
ちゅうい

事項
じこう

 

点検
てんけん

・整備
せいび

の目的
もくてき

は、
は

建設
けんせつ

機械
きかい

を常
つね

に 良好
りょうこう

な 状態
じょうたい

に保
たも

つとともに、故障
こしょう

の 兆候
ちょうこう

を早
はや

く発見
はっけん

す

ることにより故障
こしょう

を未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

し、
し

故障
こしょう

をできるだけ小範囲
しょうはんい

にとどめることである。 

点検
てんけん

･整備
せ い び

の内容
ないよう

は、
は

点検
てんけん

、分解
ぶんかい

、交換
こうかん

、組立
く み た

て、
て

調 整
ちょうせい

、給油
きゅうゆ

、 給
きゅう

脂
し

、手入
て い

れ等
など

となる。 

① 点検
てんけん

・整備
せいび

時期
じき

は、アワーメータの示
しめ

す時間
じかん

または経過
けいか

日数
にっすう

のどちらかで指
し

定
てい

された時期
じき

に達
たっ

し

たら実施
じ っ し

する。 

② クローラの張
は

りは、硬
かた

い路面
ろめん

ではクローラを張
は

りぎみに、軟
やわ

らかい路面
ろめん

ではゆるめに張
は

る。 

③ タイヤの空
くう

気圧
きあつ

は作業前
さぎょうまえ

のタイヤが冷
ひえ

えているときに測定
そくてい

する。 

④ オイルの点検
てんけん

および給油
きゅうゆ

は、
は

機械
きかい

を水平
すいへい

な場所
ばしょ

に置
お

いて実施
じっし

する。 

⑤ 補給
ほきゅう

するオイルは、同一
どういつ

銘柄
めいがら

の同一
どういつ

品質
ひんしつ

のものを使用
しよう

し、
し

全量
ぜんりょう

交換
こうかん

する場合
ばあい

でも同
おな

じものを利用
りよう

すること
るこ

が望
のぞ

ましい。 

⑥ 給油
きゅうゆ

、 給
きゅう

脂
し

の時
とき

は、給油
きゅうゆ

口
こう

やグリスニップルを 十分
じゅうぶん

清掃
せいそう

する。 

⑦ エンジンはローアイドル、ハイアイドル、と回転
かいてん

速度
そくど

を変化
へんか

させて、そのときの排気
はいき

の色
いろ

、エン

ジン音
おん

、排気臭
はいきしゅう

および振動
しんどう

に異常
いじょう

がない
がな

か点検
てんけん

する。 

 

    排
はい

気
き

の色
いろ

と判
はん

定
てい

基
き

準
じゅん

 

排気
は い き

の色
いろ

  判
はん

  定
てい

  基
き

  準
じゅん

 

⿊
こく

  色
しょく

 混合
こんごう

気
き

が濃厚
のうこう

、不完全
ふ か ん ぜ ん

燃 焼
ねんしょう

 

薄
うす

 ⻩
き

 色
いろ

 混合
こんごう

気
き

が希薄
き は く

 

白 色
はくしょく

・⻘ 色
せいしょく

 エンジンオイルが燃 焼
ねんしょう

、タイミングが不良
ふりょう

 

灰
かい

  色
しょく

 混合
こんごう

気
き

が濃厚
のうこう

で、かつ、 油
あぶら

が燃 焼
ねんしょう

 

無
む

  色
しょく

 混合
こんごう

気
き

が適当
てきとう

で、完全
かんぜん

燃 焼
ねんしょう
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⑧ 給油
きゅうゆ

・給
きゅう

脂
し

の 量
りょう

は、多
おお

すぎても少
すく

なすぎても好
この

ましくないので、適量
てきりょう

範囲
はんい

になるように 調整
ちょうせい

す

る。 

⑨ 油
ゆ

量
りょう

点検
てんけん

は、エンジンを停
てい

止
し

してから 5分
ふん

以上
いじょう

たって、安定
あんてい

してか

ら 行
おこな

う。 

⑩ 点検
てんけん

整備中
せいびちゅう

は、作業
さぎょう

装置
そうち

を地面
じめん

に確実
かくじつ

におろす。 

 

⑪ 点検
てんけん

・整備
せいび

や 修理中
しゅうりちゅう

は 、
ちゅう

運転席
うんてんせき

に「
せき

点検
てんけん

整備中
せいびちゅう

運転
うんてん

禁止
きんし

」又
また

は「始動
しどう

禁止
きんし

」の注意
ちゅうい

札
ふだ

をかけ、エンジンキーを抜
ぬ

く。 

 

⑫ 点検
てんけん

・整備中
せいびちゅう

（特
とく

に 燃料
ねんりょう

系統
けいとう

の整備
せいび

や給油
きゅうゆ

の時
とき

等
など

）は「火気
かき

厳禁
げんきん

」です。不凍
ふとう

液
えき

の原液
げんえき

も引火性
いんかせい

があるので取
と

り 扱
あつか

いには、 十分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

する。 

⑬ エンジン停止
ていし

直後
ちょくご

は、ラジエータおよび作動油
さどうゆ

タンクの蓋
ふた

を開
あ

け

てはいけない。 

 

⑭ エンジン停止
ていし

直後
ちょくご

は、エンジンや排
はい

気管
きかん

が高温
こうおん

になって
になっ

いるので

触
ふ

れてはいけません。 

 

⑮ 電気
でんき

系統
けいとう

の整備
せいび

は、
は

バッテリの端子
たんし

をはずして
をはずし

から 行
おこな

います。 
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Ⅲ． 日常
にちじょう

点検
てんけん

の 要領
ようりょう

 

１． エンジンの始動前
しどうまえ

 

① 水
みず

や 油
あぶら

もれの点検
てんけん

 

地面
じめん

に水
みず

や 油
あぶら

もれのあとがないこと、配管
はいかん

からの
ら

もれがないことを車体
しゃたい

を一回
ひとまわ

りしながら点検
てんけん

する。特
とく

に、高圧
こうあつ

ホースの継
つぎ

ぎ目
め

、油圧
ゆあつ

シリンダ、ラジエータ周
まわ

り等
など

からのもれを点検
てんけん

する。 

② ラジエータキャップをあけて、口
くち

もとまでいっぱいに水
みず

が入
はい

っているかを点検
てんけん

する。 

③ 各部
かくぶ

の油量
ゆりょう

測定
そくてい

は、機体
きたい

を水平
すいへい

にしてオイルレベルゲージ等
など

により所定
しょてい

のレベルまで入
はい

っている

か点検
てんけん

する。 

④ 燃料
ねんりょう

タンクの水抜
みずぬ

き 

燃料
ねんりょう

は作業
さぎょう

終了後
しゅうりょうご

に補給
ほきゅう

しておき、次
つぎ

の作業
さぎょう

の前
まえ

（エンジン始動前
しどうまえ

）に 燃料
ねんりょう

タンクの水
みず

を抜
ぬ

く。

これは 休
きゅう

車中
しゃちゅう

にタンクの底
そこ

に溜
た

まった水
すい

分
ぶん

や不純物
ふじゅんぶつ

を取
と

り除
のぞ

くためである。 

⑤ ファンベルトの張
はり

りの点検
てんけん

、 調整
ちょうせい

。 

ファンプーリとクランクプーリの 中間
ちゅうかん

（Ｖベルトの中央部
ちゅうおうぶ

）を
ぶ

指
ゆび

で押
お

してみて、緩
ゆる

みが１０〜

１５ｍｍ程度
ていど

あること
るこ

を点検
てんけん

する。 

⑥ タイヤの空
くう

気圧
きあつ

等
など

の点検
てんけん

 

タイヤの空
くう

気圧
きあつ

は作業前
さぎょうまえ

のタイヤが冷
ひ

えているときに測定
そくてい

し、
し

作業
さぎょう

路面
ろめん

に合
あ

わせて 調整
ちょうせい

する。

（軟弱地
なんじゃくち

では空
くう

気圧
きあつ

を 標
ひょう

準
じゅん

よりやや低
ひく

く、硬
かた

い地面
じめん

ではやや
は

高
たか

く 調
ちょう

整
せい

する。） 

また、左右
さゆう

のタイヤの空
くう

気圧
きあつ

は等
ひと

しくする。 

なお、空
くう

気圧
きあつ

の点検
てんけん

と同時
どうじ

にタイヤに傷
きず

やめくれがないか、金属片
きんぞくへん

がささっていないか、異常
いじょう

に

磨耗
まもう

していないか等
など

についても点検
てんけん

する。 

⑦ クローラの張
は

りの点検
てんけん

。 

クローラの張
は

りがゆるみすぎているとピン、ブッシュの磨耗
まもう

が早
はや

くなり、張
は

りすぎていると故障
こしょう

の原因
げんいん

となります
となりま

。硬
かた

い路面
ろめん

ではクローラを張
は

りぎみに、軟
やわ

らかい路面
ろめん

ではゆるめに張
は

る（硬
かた

い路面
ろめん

ではクローラの張
は

りがゆるいと外
はず

れる恐
おそ

れがある）。 
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⑧ 各部
かくぶ

のボルトおよびナットのゆるみの点検
てんけん

 

各部
かくぶ

のボルトおよびナットのゆるみがないことをハンマ等
など

で点検
てんけん

し、
し

ゆるんでいる場合
ばあい

は増
ま

し

締
じ

めをする。特
とく

に、エアクリーナ、吸排
きゅうはい

気管
きかん

、マフラ取付
とりつ

け部
ぶ

、足回
あしまわ

り部分
ぶぶん

を注意
ちゅうい

深
ぶか

く点検
てんけん

する。 

⑨ 電気
でんき

配線
はいせん

に断線
だんせん

、短絡
たんらく

がないことを確認
かくにん

します。また、バッテリのターミナルのゆるみがないか

どうかを点検
てんけん

します。
す

このとき一緒
いっしょ

にバッテリ液
えき

についても点検
てんけん

し、
し

不足
ふそく

の場合
ばあい

は 蒸留
じょうりゅう

水
すい

を

補給
ほきゅう

します。 

⑩ その他
た

 

ホーンやブザーの鳴
な

り具合
ぐ あ い

、バックミラーの位置
い ち

、作業
さぎょう

灯
とう

、前
ぜん

照
しょう

灯
とう

等
など

が正 常
せいじょう

に点灯
てんとう

すること等
など

の点検
てんけん

をします。 

 

２． エンジンの始動後
しどうご

 

① 計器類
けいきるい

の作動
さどう

および指度
しど

の点検
てんけん

 

エンジン始動後
しどうご

アイドリングを 行
おこな

い、各計器
かくけいき

の作動
さどう

およびその指度
しど

の 状態
じょうたい

を点検
てんけん

します。 

② 各部
かくぶ

からの水
みず

、 油
あぶら

およびエアー漏
も

れの点検
てんけん

 

エンジン停止
ていし

時
じ

に漏
も

れがない場合
ばあい

でも、
も

エンジンを始動
しどう

すると漏
も

れる場合
ばあい

があります。 

③ エンジンの調子
ちょうし

 

ローアイドル、ハイアイドル、と回転
かいてん

速度
そくど

を変化
へんか

させて、そのときの排
はい

気色
きしょく

、エンジン音
おん

、排気臭
はいきしゅう

および振動
しんどう

に異常
いじょう

がないことを点検
てんけん

します。 

④ 主
しゅ

クラッチペダルまたは主
しゅ

クラッチレバーの遊
あそ

び、操
そう

作
さ

力
りょく

、レバーストロークおよび切
き

れ具合
ぐあい

の

点検
てんけん

、 調整
ちょうせい

 

⑤ 作業
さぎょう

装置
そうち

の作動
さどう

点検
てんけん

 

ブレード、リフトアーム、アーム、ブームなどがスムーズに動
うご

くことを点検
てんけん

します。このとき周囲
しゅうい

に人
ひと

がいないことや 障害物
しょうがいぶつ

のないことを 十分
じゅうぶん

確
たし

かめてから 行
おこな

います。 
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⑥ 走行
そうこう

ブレーキの作動
さどう

形態
けいたい

の点検
てんけん

 

ブレーキペダルの遊
あそ

びが大
おお

きくないこと、およびブレーキが 十分
じゅうぶん

きくかを点検
てんけん

します。 

ブレーキライニングが磨耗
まもう

するとペダルの遊
あそ

びが大
おお

きくなり、深
ふか

く踏込
ふみこ

まないとブレーキがき

かなくなります。 

⑦ 操
そう

向用
こうよう

のクラッチおよびブレーキの作動
さどう

状況
じょうきょう

の点検
てんけん

 

 建設
けんせつ

機械
きかい

を走行
そうこう

させる左右
さゆう

の操
そう

向用
こうよう

クラッチの切
き

れ具合
ぐあい

を点検
てんけん

します。ブレーキのききが良
よ

く

ないときには早
はや

めに 調整
ちょうせい

します。  

⑧ 旋回用
せんかいよう

ブレーキの作動
さどう

状況
じょうきょう

の点検
てんけん

 

旋回用
せんかいよう

ブレーキのききが 十分
じゅうぶん

なことを点検
てんけん

します。 

 

３． 作業
さぎょう

終了後
しゅうりょうご

 

① 機体
きたい

の清掃
せいそう

 

床板
ゆかいた

、ペダル、レバーなどに泥
どろ

や 油
あぶら

が付着
ふちゃく

していると、滑
すべ

りやすいので、よく拭
ふ

き取
と

ります。 

② 燃料
ねんりょう

の補給
ほきゅう

 

燃料
ねんりょう

の補給
ほきゅう

はエンジンを止
と

めてから 行
おこな

います。補給
ほきゅう

するとき
ると

はごみや水
みず

が混
ま

じらないように

注意
ちゅうい

をします。 

③ 機体
きたい

の格納
かくのう

 

１） 駐車
ちゅうしゃ

場所
ばしょ

は平坦
へいたん

な 所
ところ

で落石
らくせき

や増水
ぞうすい

、土砂
どしゃ

崩
くず

れ等
など

のない指定
してい

された場所
ばしょ

とします。 

２）屋外
おくがい

の場所
ばしょ

ではシートをかぶせます。（マフラから雨水
あまみず

が入
はい

らないように、特
とく

に注意
ちゅうい

をします。） 

３）バッテリスイッチを切
き

り、駐車用
ちゅうしゃよう

ブレーキをかけます。なお、ブレード、バケット等
など

は地面
じ め ん

に

降
お

ろしておきます。 
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Ⅳ． 作業中
さぎょうちゅう

に異常
いじょう

を認
みと

めた場合
ばあい

の点検
てんけん

要領
ようりょう

 

作業中
さぎょうちゅう

に建設
けんせつ

機械
きかい

の調子
ちょうし

がおかしいと思
おも

われるときは、直
ただ

ちに建設
けんせつ

機械
きかい

を平坦
へいたん

な場
ば

所
しょ

に止
と

め、

不良
ふりょう

箇所
かしょ

を責任者
せきにんしゃ

に連絡
れんらく

し、補修
ほしゅう

を 行
おこな

ってから作業
さぎょう

を 行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 
 

Ⅴ． 報告
ほうこく

・記録
きろく

 

１． 作業
さぎょう

日報
にっぽう

 

作業
さぎょう

を 行
おこな

った運転
うんてん

時間
じかん

、休憩
きゅうけい

時間
じかん

、休止
きゅうし

時間
じかん

、修理
しゅうり

および整備
せいび

時間
じかん

、作業
さぎょう

内容
ないよう

、作業量
さぎょうりょう

、補給
ほきゅう

した 燃料
ねんりょう

の 量
りょう

、油脂量
ゆしりょう

、整備
せいび

した箇所
かしょ

とそれに使
つか

った部品
ぶひん

、アワーメータの読
よ

みなどをオペレー

タが自分
じぶん

で記入
きにゅう

し、報告
ほうこく

するもので、工事
こうじ

の 進捗
しんちょく

状況
じょうきょう

、機械
きかい

の稼動
かどう

状況
じょうきょう

等
など

を判定
はんてい

する資料
しりょう

と

なるものです。 

 

２． 整備
せいび

報告
ほうこく

 

オペレータまたは整備員
せいびいん

が整備
せいび

内容
ないよう

、整備
せいび

に使
つか

った部品
ぶひん

などを報告
ほうこく

するものです。 

 

３． 履歴簿
り れ き ぼ

 

作業
さぎょう

日報
にっぽう

や整備
せ い び

報告
ほうこく

等
など

から、機械
き か い

の稼動
か ど う

状 況
じょうきょう

、整備
せ い び

状 況
じょうきょう

等
など

の履歴
り れ き

が明
あき

らかになるので、

履歴簿
りれきぼ

には作業
さぎょう

場所
ばしょ

、作業
さぎょう

内容
ないよう

、 作業量
さぎょうりょう

、運転
うんてん

日数
にっすう

、整備
せいび

日数
にっすう

、休止
きゅし

日数
にっすう

、整備
せいび

内容
ないよう

、 燃料
ねんりょう

およ

び油脂
ゆし

消費量
しょうひりょう

等
など

を記入
きにゅう

し、機械
きかい

の移動
いどう

の際
さい

に 必
かなら

ず一緒
いっしょ

に持
も

って行
い

きます。 
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Ｄ 建設
けんせつ

機械
きかい

の運転
うんてん

操作
そうさ

 

Ⅰ． 運転
うんてん

操作法
そ う さ ほ う

 

１． エンジンの始動
し ど う

 

エンジンが始動
し ど う

しない時
とき

、1回
かい

に 30 秒
びょう

以上
いじょう

続
つづ

けて始動
し ど う

モータを回
まわ

さない。また、1回
かい

の始動
し ど う

に

失敗
しっぱい

し動作
ど う さ

を繰
く

り返
かえ

す場合
ば あ い

には、 必
かなら

ず間隔
かんかく

（約
やく

2分間
ふんかん

位
くらい

）をおき、始動
し ど う

ピニオンの完全
かんぜん

停止
て い し

とバ

ッテリの回復
かいふく

を待
ま

つ。 

始動後
し ど う ご

直
ただ

ちに高速
こうそく

運転
うんてん

を 行
おこな

わず、十 分
じゅうぶん

なアイドリングを 行
おこな

い各部
か く ぶ

に潤滑油
じゅんかつゆ

をゆきわたらせる。

また、排気
は い き

色
いろ

は無色
むしょく

であるかを確認
かくにん

する。 

 

２．機械
きかい

の発進
はっしん

 

機械
きかい

を発進
はっしん

させる時
とき

は、周囲
しゅうい

の安全
あんぜん

をよく
を

確認
かくにん

した

後
あと

にエンジンを適切
てきせつ

な回転数
かいてんすう

まで回転
かいてん

させ、作業
さぎょう

装置
そうち

を地面
じめん

から 40 ㎝程度
ていど

浮
う

かせます。 

そして、 駐車
ちゅうしゃ

ブレーキを解除
かいじょ

して適切
てきせつ

な速度段
そくどだん

を

選択
せんたく

して発進
はっしん

します。 

 

３． 走行
そうこう

操作
そうさ

 

走行時
そうこうじ

は 急激
きゅうげき

な方向
ほうこう

転換
てんかん

を避
さ

け、切
きり

返
かえ

しを多
おお

くして

方向
ほうこう

転換
てんかん

を 行
おこな

う。クローラ式
しき

の機械
きかい

では、出
で

来
き

るだけ少
すこ

し

ずつステアリングを切
き

って方向
ほうこう

転換
てんかん

をする。 急激
きゅうげき

な方向
ほうこう

転換
てんかん

をすると、機械
きかい

の走行
そうこう

装置
そうち

に大
おお

きな負荷
ふか

がかかったり、

転倒
てんとう

することがある。 

① 走行
そうこう

装置
そうち

に負荷
ふか

をかけすぎると、操
そう

向
こう

装置
そうち

の故障
こしょう

やクローラ･タイヤの破損
はそん

が早期
そうき

に発生
はっせい

する。大
おお
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きく方向
ほうこう

転換
てんかん

をする場合
ばあい

には、何度
なんど

か切
きり

返
かえ

しを 行
おこな

いながら徐々
じょじょ

に方向
ほうこう

転換
てんかん

をする。また、旋回
せんかい

す

る時
とき

はレバーやハンドル操作
そうさ

だけではなくブレーキをかけて 十分
じゅうぶん

速度
そくど

を落
お

とす。走行中
そうこうちゅう

に速度
そくど

が

急
きゅう

に落
お

ちる時
とき

は、地盤
じばん

の 状況
じょうきょう

が大
おお

きく変化
へんか

している場合
ばあい

もあるので、機械
きかい

を止
と

めて走行
そうこう

可能
かのう

か

どうか地
じ

盤
ばん

を点
てん

検
けん

する。 

② バケットに荷
に

を入
い

れた状 態
じょうたい

で斜面
しゃめん

を上
あ

がるときは前進
ぜんしん

で、下
さ

がるときは後進
こうしん

で走行
そうこう

する。また、斜面
しゃめん

を登
のぼ

るときは走行
そうこう

モー

ターを後方
こうほう

にして前進
ぜんしん

する。                             

③ 傾斜地
け い し ゃ ち

の斜
なな

め走行
そうこう

、傾斜地
け い し ゃ ち

での方向
ほうこう

転換
てんかん

、横切
よ こ ぎ

り走行
そうこう

は、機械
きかい

が横転
おうてん

・転倒
てんとう

することがあるので、いったん平地
へ い ち

に降
お

りてから

迂回
う か い

するなど安全
あんぜん

走行
そうこう

をする。 

 

４． エンジン停止
て い し

、下車
げしゃ

（駐車時
ちゅうしゃじ

の注意
ちゅうい

） 

作業
さぎょう

終了後
しゅうりょうご

しばらく（5分間
ふんかん

位
くらい

）アイドリングさせてから燃 料
ねんりょう

レバー又は運転
うんてん

スイッチを停止
て い し

位置
い ち

にする。これは高熱
こうねつ

のターボチャージャを始
はじ

めとして、各部
か く ぶ

に冷 却
れいきゃく

水
すい

及
およ

び潤滑油
じゅんかつゆ

を送
おく

って

冷 却
れいきゃく

するためである。また、エンジンの燃 料
ねんりょう

タンクのコックは開
ひら

いたままにしておき、バッテリ

スイッチは切
き

る。 

寒冷
かんれい

時
じ

では燃 料
ねんりょう

や潤滑油
じゅんかつゆ

のタンクやフィルタなどの水分
すいぶん

はよくドレンしておく。また、気温
き お ん

に

適
てき

合
ごう

した燃 料
ねんりょう

、潤滑油
じゅんかつゆ

を使用
し よ う

する（ 極
きょく

寒地
か ん ち

では流動点
りゅうどうてん

の低
ひく

い燃 料
ねんりょう

JIS3号
ごう

、特
とく

3号
ごう

で、潤滑油
じゅんかつゆ

は

SAE番号
ばんごう

の小
ちい

さいもの）。 

作業
さぎょう

終了後
しゅうりょうご

、モータプール
もーたぷーる

等
など

の機械
きかい

を 駐車
ちゅうしゃ

して

おく場所
ばしょ

に回送
かいそう

します。 駐車
ちゅうしゃ

する場所
ばしょ

は平坦
へいたん

で

周囲
しゅうい

に 障害物
しょうがいぶつ

が無
な

い場所
ばしょ

にします。作業
さぎょう

装置
そうち

を地面
じめん

に下
お

ろして 駐車
ちゅうしゃ

ブレーキを
き

かけた後
あと

にエンジンを



５３ 
一般社団法人日本機械土工協会 

止
と

めます。 燃料
ねんりょう

の補給
ほきゅう

や可動部
かどうぶ

への 給
きゅう

脂
し

等
とう

の作業
さぎょう

終了
しゅうりょう

時点検
じてんけん

を 行
おこな

い、異常
いじょう

が無
な

ければエンジ

ンキーを抜
ぬき

取
と

り、施錠
せじょう

できる機械
き か い

は 必
かなら

ず施錠
せじょう

します。また、強
つよ

い雨
あめ

が降
ふ

ってきた場合
ば あ い

には、
は

作業
さぎょう

を中止
ちゅうし

して機械
き か い

を地盤
じ ば ん

のしっかりした高台
たかだい

に駐 車
ちゅうしゃ

させます。 

地盤
じばん

が悪
わる

い場所
ばしょ

で傾斜地
けいしゃち

や法肩
のりかた

･法尻
のりじり

付近
ふきん

に 駐車
ちゅうしゃ

すると、降雨
こうう

の 影響
えいきょう

により緩
ゆる

んだ地盤
じばん

の土砂
ど し ゃ

崩壊
ほうかい

に巻
ま

き込
こ

まれます。 

 

５． 機種別
きしゅべつ

施工法
せこうほう

 

機種
きしゅ

によって施工
せこう

方法
ほうほう

は様々
さまざま

であり、それらの施工
せこう

方法
ほうほう

によってその機械
きかい

の 能力
のうりょく

を 十分
じゅうぶん

発揮
はっき

させることができます。ただし、本来
ほんらい

の 能力
のうりょく

以上
いじょう

の作業
さぎょう

を機械
きかい

にさせようとすれば一時的
いちじてき

には

可能
かのう

ですが、機械
きかい

の劣化
れっか

を早
はや

めるので 能力
のうりょく

限度
げんど

を越
こ

えて作業
さぎょう

は 行
おこな

ってはいけません。 

① ブルドーザ 

１）ブレード操作
そ う さ

 

ブルドーザのブレードは、ブレードを上下
じょうげ

に動
うご

かすリフト、ブレードを前後
ぜんご

に傾斜
けいしゃ

させるこ

とで片側
かたがわ

に排土
はいど

できるアングル、ブレードを左右
さゆう

に傾斜
けいしゃ

させることで 重掘削
じゅうくっさく

作業
さぎょう

ができるチル

トと呼
よ

ばれる操作
そうさ

方法
ほうほう

があります。 

 

 

 

 

          リフト           アングル          チルト 

 

２）リッパ作業
さぎょう
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岩石
がんせき

の破砕
はさい

作業
さぎょう

の一種
いっしゅ

で、リッパと呼
よ

ばれる装置
そうち

で岩盤
がんばん

や岩石
がんせき

を引
ひ

っかいて砕
くだ

く作業
さぎょう

です。

リッパは、岩盤
がんばん

などの破砕
は さ い

、掘り起こし
ほ  お   

作業
さぎょう

に使用
し よ う

される。リ

ンク機構
き こ う

にはヒンジ式
    し き

、パラレル式
     し き

などがある。岩石
がんせき

が軟
やわ

らか

い方
ほう

がリッパ作業
さぎょう

の効率
こうりつ

が良
よ

くなりますが、硬い
かた

と発破
はっぱ

作業
さぎょう

や

ブレーカ作業
さぎょう

となります。リッパ作業
さぎょう

が可能
かのう

かどうかはリッパ

ビリティによって判断
はんだん

できます。 

３）伐開
ばつかい

･除根
じょこん

作業
さぎょう

 

除根
じょこん

作業
さぎょう

ではレーキドーザを使
つか

って 直
ちょく

接
せつ

根
ね

を起
お

こ

します。レーキドーザは抜
ばっ

根
こん

、除
じょ

石
せき

などの作業
さぎょう

に使用
し よ う

され、アングルレーキ、ストレートレーキなどがある。

普通
ふつう

のブレードで作業
さぎょう

をすると 大量
たいりょう

の土砂
どしゃ

を動
うご

かす

ことになり非効率
ひこうりつ

です。除草
じょそう

の場合
ばあい

は、ブレードを

地表
ちひょう

から 10〜15cm地中
ちちゅう

に降
お

ろし、根
ね

を切
き

りながら押
おし

土
ど

します。 

４）地盤
じ ば ん

とブルドーザの選定
せんてい

、運土
うんど

 

一般的
いっぱんてき

に 軟弱
なんじゃく

地盤上
じばんじょう

における機械
きかい

の走行
そうこう

可能
かのう

な度合
どあ

いを示
しめ

すコーン指数
しすう

ｑｃが３００程度
ていど

の場合
ばあい

は湿地
しっち

ブルドーザを、５００〜７００程度
ていど

で普通
ふつう

ブルドーザを選定
せんてい

します。ブルドーザ

による土砂
どしゃ

の運搬
うんぱん

（掘削
くっさく

押土
おしど

）距離
きょり

は６０ｍ以下
いか

が能率
のうりつ

の良
よ

い距離
きょり

です。 

５）掘削
くっさく

押土
おしど

作業
さぎょう

 

押土
お し ど

距離
き ょ り

が ⻑
なが

く な り ブ レ ー ド の

押土量
おしどりょう

が半減
はんげん

したときは、いったん 

その位置
い ち

に土砂
ど し ゃ

を置
お

き溜
た

め、次
つぎ

の押
おし

土
ど

の 

際
さい

にまとめて押土
お し ど

する。 

この方法
ほうほう

を二段
に だ ん

押
お

しと言
い

う。 

二段
に だ ん

押
お

し 
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ブレードにかかえた土
つち

が 押
おし

土
ど

中
ちゅう

に ブ レ ー ド の

両 端
りょうたん

から散逸
さんいつ

するのを防
ふせ

ぐ方法
ほうほう

として、Ｕドーザを

用
もち

いたり、複数
ふくすう

のブルドー

ザでブレードを一線
いっせん

にそろえて押土
お し ど

する並列
へいれつ

押土法
お し ど ほ う

がある。並列
へいれつ

押土法
お し ど ほ う

では、できるだけ同一
どういつ

機種
き し ゅ

でそろって作業
さぎょう

する。 

ベンチや崖
がけ

などのり面
めん

から土砂
ど し ゃ

を落
お

とすときは、安全
あんぜん

のため一山
ひとやま

残
のこ

し次
つぎ

の押
おし

土
ど

のときに、前
まえ

の山
やま

を落
お

とす。 

６）デセルペダル 

ブルドーザを含
ふく

むトラクタ形式
けいしき

の機械
きかい

では、エンジン回転数
かいてんすう

を最初
さいしょ

から作業
さぎょう

に適
てき

した回転
かいてん

に

まで上
あ

げておきデセルペダルを踏
ふ

んで回転数
かいてんすう

を落
お

として 調整
ちょうせい

します。押土
お し ど

作業
さぎょう

をしている時
とき

、

負荷
ふ か

が 急
きゅう

に減
へ

ると速度
そ く ど

が上
あ

がり危険
きけん

になる
にな

ので、デセルペダルを踏
ふ

んで一時的
いちじてき

に回転数
かいてんすう

を下
さ

げ

た後
あと

、ブレーキをかけギアを切
き

り換
か

えます。 

７）盛土
も り ど

作業
さぎょう

 

押土
お し ど

しながら盛土
も り ど

するときのブレードの操作
そ う さ

は、盛土
も り ど

の先端
せんたん

でブレードの土
つち

が全部
ぜ ん ぶ

すべり落
お

ちるまで押
お

してから後退
こうたい

する。また、場所
ば し ょ

が高
たか

い場合
ば あ い

は安全
あんぜん

のため一山
ひとやま

残
のこ

す。 

８）斜面
しゃめん

での作業
さぎょう

 

斜面
しゃめん

での掘削
くっさく

は、常
つね

に高
たか

い 所
ところ

から作業
さぎょう

をはじめて降
お

りてくる。下向
し た む

き作業
さぎょう

は、重 力
じゅうりょく

を利用
り よ う

できるので有利
ゆ う り

である。 

急斜面
きゅうしゃめん

では、傾斜
けいしゃ

に対
たい

して真横
ま よ こ

に走行
そうこう

してはならない。機械
き か い

が滑落
かつらく

、転覆
てんぷく

する危険
き け ん

ばかりで

なく、下部
か ぶ

ローラ、トラックフレームを 甚
はなはだ

しく損 傷
そんしょう

させる。 

また、急斜面
きゅうしゃめん

を降
お

りるときは、ブレードを下
さ

げて斜面
しゃめん

を削
けず

りながらブレーキに使用
し よ う

すると

並列
へいれつ

押土法
お し ど ほ う
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安全
あんぜん

である。急斜面
きゅうしゃめん

での開削
かいさく

は、上 方
じょうほう

から仕上
し あ

げながら下
お

りてくる。 

急斜面
きゅうしゃめん

では、地盤
じ ば ん

が一般
いっぱん

にブルドーザの車
しゃ

重
じゅう

に耐
た

える強度
きょうど

を持
も

たずブルドーザがすべり落
お

ちるので、作業面
さぎょうめん

の斜度
し ゃ ど

が 25゜程度
て い ど

になるまで、少
すこ

しずつ削
けず

って作業
さぎょう

区域
く い き

を広
ひろ

げていく。 

② ホイールローダ 

１）ショベルダンプ工法
こうほう

 

ホイールローダで掘削
くっさく

積
つみ

込
こ

み

した土砂
どしゃ

等
など

をダンプトラックに

よって運搬
うんぱん

する方法
ほうほう

です。作業
さぎょう

対象物
たいしょうぶつ

に対
たい

しての積
つみ

込
こ

み機械
きかい

と

運搬
うんぱん

機械
きかい

との位置
いち

関係
かんけい

で呼
よ

び方
かた

が異
こと

なります。一般的
いっぱんてき

には、I型
がた

積
つみ

込
こ

み方
ほう

式
しき

（クロスローディン

グ）が 最
もっと

も能率的
のうりつてき

です。 

ホイールローダは積込み
つみこ  

作業
さぎょう

が 中心
ちゅうしん

となるので、ホイールローダの作業
さぎょう

エリアだけでなく、

ダンプトラックが自由
じゆう

に走行
そうこう

できるように積込み
つみこ  

場所
ばしょ

を段取
だんど

りします。積込み
つみこ  

場所
ばしょ

はできるだ

け機械
きかい

を水平
すいへい

にするように機械
きかい

足場
あしば

を作ります
つく    

。 

ダンプに接近
せっきん

した時
とき

、ホイールローダがダンプトラックに接 触
せっしょく

しないようダンピングクリ

アランス、リーチを十 分
じゅうぶん

な大
おお

きさとする。また、ホイールローダのバケット幅
はば

は荷台
に だ い

⻑
なが

さの 75％

以内
い な い

が最適
さいてき

である。 

 

ダイビングクリアラン ホイールローダのバケット幅
はば

と荷台
に だ い

長
なが

さ 
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掘削
くっさく

は積込み
つみこ  

対象物
たいしょうぶつ

に向かって
む     

直角
ちょっかく

かつ出っ張って
で  ぱ   

いるところから始めます
はじ     

。掘削
くっさく

時
じ

には、

すかし掘り
ぼ 

にならないように注意
ちゅうい

して作業
さぎょう

します。すかし掘り
ぼ 

は、効率
こうりつ

が良く
よ 

ない上
うえ

に、土砂
どしゃ

崩落
ほうらく

に巻き込まれる
ま  こ     

危険
きけん

があります。また、ホイールローダは、ストックパイル等
など

のルーズな

材料
ざいりょう

の掘削
くっさく

積込み
つみこ  

に高い
たか  

能力
のうりょく

を発揮
はっき

します。 

                                車体
しゃたい

を曲
ま

げて掘削
くっさく

しない 

 

 

 

 

 

 

 

２）ロードアンドキャリ工法
こうほう

 

ロードアンドキャリ工法
こうほう

とは、ホイールロー

ダだけで、すくい込
こ

み、掘削
くっさく

、運搬
うんぱん

、 投入
とうにゅう

まで

を 行
おこな

う工法
こうほう

で、運搬
うんぱん

距離
きょり

50ｍ〜150ｍ程度
ていど

以内
いない

で有効
ゆうこう

です。 

３）バケットを高
たか

く上
あ

げての移動
いどう

 

掘削面
くっさくめん

の突込
つ っ こ

み 

山
やま

の掘削
くっさく

作業
さぎょう
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ホイールローダのバケットを高
たか

く上
あ

げたまま走行
そうこう

・旋回
せんかい

をすると、重心
じゅうしん

位置
いち

が高
たか

いので転倒
てんとう

する危険
きけん

があります。特
とく

にバケットに荷
に

をたくさん積
つ

んでの

走行
そうこう

・旋回
せんかい

はもっと危険
きけん

ですのでしません。 

４）ドージング作業 

路面
ろ め ん

のバケットによる小規模
し ょ う き ぼ

な削
けず

り取
と

り作業
さぎょう

で、積込
つ み こ

み場所
ば し ょ

の整地
せ い ち

を行うときなどに多
おお

く

採用
さいよう

される。バケットを路面
ろ め ん

の硬
かた

さにあった角度
か く ど

（約
やく

5〜30°）に前傾
ぜんけい

し、エンジンを中 速
ちゅうそく

回転
かいてん

にして、バケット刃先
は さ き

を地面
じ め ん

に軽
かる

く押
お

しつけながら前進
ぜんしん

する。バケットを少
すこ

しずつ起
お

こし、一杯
いっぱい

に入
はい

ったところでバケットを起
お

こして運搬
うんぱん

姿勢
し せ い

にし、所定
しょてい

の場所
ば し ょ

へ運搬
うんぱん

放 出
ほうしゅつ

する。 

③ バックホウ 

１）ショベルダンプ 工法
こうほう

 

バックホウで 掘削
くっさく

積
つみ

込
こ

みした土砂
どしゃ

等
など

をダンプトラックによって 運搬
うんぱん

する 方法
ほうほう

です。 効率
こうりつ

の良
よ

い積
つみ

込
こ

みは、ダンプトラック等
など

への積
つみ

込
こ

みの為
ため

の旋回
せんかい

角度
かくど

をできるだけ小
ちい

さくすることで

す。それとともに、バックホウがダンプトラックの荷台
にだい

と同
おな

じ高
たか

さで作業
さぎょう

するとダンピングク

リアランスも大
おお

きく取
と

れるので作業
さぎょう

効
こう

率
りつ

がより良
よ

くなります。 

   

 

 

 

 

 

 
上
じょう

段
だん

からの積
つ

み込
こ

み 旋
せん

回
かい

角
かく

度
ど

はできるだけ小
ちい

さく 
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ダンプトラックなどへの積込
つ み こ

みは、荷台
に だ い

の後方
こうほう

から

旋回
せんかい

して 行
おこな

う。 

２）溝
みぞ

掘削
くっさく

 

溝
みぞ

掘削
くっさく

は 垂直
すいちょく

にしたアームの前方
ぜんぽう

45°〜手前
てまえ

30°ま

でが掘削
くっさく

有効
ゆうこう

範囲
はんい

です。壁際
かべぎわ

ぎりぎりの
り

側溝
そっこう

掘
ぼ

りにはブームのオフセット機構
きこう

を持
も

った機種
きしゅ

を

使
つか

います。バックホウで溝
みぞ

掘
ぼ

りをする時
とき

は溝
みぞ

の方向
ほうこう

とクローラの方向を合
あ

わせ、走行
そうこう

モータを後
うし

ろにして後進
こうしん

しながら掘削
くっさく

します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 駐車
ちゅうしゃ

ブレーキ 

クローラ式
しき

の走行
そうこう

装置
そうち

のブレーキはコントロールバルブやブレーキバルブを用
もち

いて走行
そうこう

動作
どうさ

を無
む

理
り

なく停止
ていし

させたり、掘削
くっさく

作業中
さぎょうちゅう

の機体
きたい

移動
いどう

を防止
ぼうし

します。左右
さゆう

二本
にほん

の走行
そうこう

レバーが

中立
ちゅうりつ

のままなら自動的
じどうてき

にブレーキがかかった 状態
じょうたい

になります。 
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４）走行
そうこう

 

バックホウで走行
そうこう

するには、左右
さゆう

二本
にほん

の走行
そうこう

レバーを

前
まえ

か後
うし

ろに倒
たお

せばよく、速度
そくど

の 調節
ちょうせつ

はレバーの倒
たお

し方
かた

で

調 整
ちょうせい

します。アイドラがある方
ほう

へ進
すす

む場合
ばあい

は前進
ぜんしん

、反対
はんたい

に

走行
そうこう

モータがある方
ほう

へ進
すす

む場合
ばあい

は後進
こうしん

です。足
あし

回
まわ

りの方向
ほうこう

を確認
かくにん

してから走行
そうこう

レバーを操作
そうさ

します。 

５）スピンターン･ピボットターン 

バックホウが進行
しんこう

方向
ほうこう

を変
か

える際
さい

に、作業
さぎょう

装置
そうち

と 両方
りょうほう

のクローラを使
つか

って方向
ほうこう

変換
へんかん

（ター

ン）することができます。作業
さぎょう

状況
じょうきょう

によって 通常
つうじょう

のターンと使
つか

い分
わ

けをします。 

６）動的
どうてき

安定性
あんていせい

 

ブームを急落下
きゅうらっか

、急停止
きゅうていし

した時
とき

などに発生
はっせい

す

る機体
き た い

の前後
ぜ ん ご

方向
ほうこう

の動揺
どうよう

（ピッチング）をいい、

これが早
はや

くおさまる機械
き か い

ほど安定性
あんていせい

が良
よ

く感
かん

じ

られる。 

動的
どうてき

安定性
あんていせい

に影 響
えいきょう

する要因
よういん

には、接地
せ っ ち

⻑
ちょう

、シ

ュー幅
はば

、ブーム速度
そ く ど

、カウンタウエイトなどの他
ほか

に、操作性
そ う さ せ い

や下部
か ぶ

走行体
そうこうたい

の接
せっ

地面
ち め ん

の構造
こうぞう

、上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

や下部
か ぶ

フレームの剛性
ごうせい

などがある。 

７）土質
ど し つ

にあった掘削
くっさく

角
かく

 

土質
ど し つ

の硬軟
こうなん

に応
おう

じてバケットの掘削
くっさく

角度
か く ど

を変
か

えると効率的
こうりつてき

な掘削
くっさく

ができる。

軟
やわ

らかい土
つち

には掘削
くっさく

角
かく

を大
おお

きくして厚
あつ

く

削
けっず

って 短
みじか

い切削
せっさく

距離
き ょ り

でおわり、硬
かた

い土
つち

には切削
せっさく

角
かく

を小
ちい

さくして切削
せっさく

抵抗
ていこう

を減
へ

らす。ただし、 

つめ（爪
つめ

）が食込
く い こ

み難
がた

いような硬
かた

い土
つち

には掘削
くっさく

角
かく

を大
おお

きくとる方
ほう

が削
けず

りやすい。 
軟
やわ

らかい場合
ば あ い

 硬
かた

い場合
ば あ い
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８）バケットをツルハシ代
かわ

りにしない 

バケット（爪
つめ

）をツルハシ代
かわ

りに使用
し よ う

して硬
かた

い地盤
じ ば ん

などにバケットを叩
たた

きつけて、無理
む り

に掘
ほ

り起
お

こす作業
さぎょう

はやってはいけない。また、バケットを使用
し よ う

して衝 撃
しょうげき

掘削
くっさく

や杭
くい

打
う

ちをしてはなら

ない。機械
き か い

の故障
こしょう

が多
おお

く修理費
し ゅ う り ひ

がかさむ。おわり、硬
かた

い土
つち

には掘削
くっさく

角
かく

を小
ちい

さくして切削
せっさく

 

 ④ ローラ 

１）転圧
てんあつ

の工法
こうほう

規定
きてい

 

ローラは走行
そうこう

することによって転圧
てんあつ

をするので、締
しめ

固
かた

める 材料
ざいりょう

によって適切
てきせつ

な機種
きしゅ

を選択
せんたく

します。また転
てん

圧
あつ

する時
とき

は、転
てん

圧
あつ

する作業面
さぎょうめん

をムラがないように全体
ぜんたい

を均一
きんいつ

に締
しめ

固
かた

める必要
ひつよう

が

あります。材料
ざいりょう

が土砂
どしゃ

の場合
ばあい

には最適
さいてき

含水比
がんすいひ

を事前
じぜん

に試験
しけん

で調
しら

べておいて転圧
てんあっ

する機械
きかい

と回数
かいすう

を決
き

めておく工法
こうほう

規定
きてい

と締
しめ

固
かた

め後
ご

の乾燥
かんそう

密度
みつど

や含水比
がんすいひ

を試験
しけん

で調
しら

べて判定
はんてい

する品質
ひんしつ

規定
きてい

によっ

てきちんと施工
せ こ う

されたかを確認
かくにん

できます。締
しめ

固
かた

めの品質
ひんしつ

を保持
ほ じ

するためには、ローラは一定
いってい

の

速度
そ く ど

で走行
そうこう

することが望
のぞ

ましいです。 

２）タイヤローラのタイヤ空気圧
くうきあつ

の設定
せってい

 

タイヤローラを取
とり

扱
あつか

うにあたって大切
たいせつ

なことは、常
つね

にタイヤ空気圧
くうきあつ

を適正
てきせい

に保持
ほじ

す

ることです。各
かく

タイヤの空
くう

気圧
きあつ

をできるだけ

均等
きんとう

にすることも望
のぞ

ましいことです。一
いっ

般
ぱん

的
てき

に、タイヤのひずみは 10〜14％ぐらいの時
とき

が 最
もっと

も

性能
せいのう

が良
よ

いとされており、荷重
かじゅう

に対
たい

してタイヤ空気圧
くうきあつ

が高
たか

すぎても低
ひく

すぎても作業
さぎょう

に悪
わる

い 影響
えいきょう

を与
あた

えてしまいます。 

タイヤローラはバラスト（水
みず

、鉄
てつ

などの付加
ふ か

荷重
かじゅう

）

を付加
ふ か

することにより、輪
りん

荷重
かじゅう

を増加
ぞ う か

できます。 

３）振動
しんどう

ローラの起振
きしん

装置
そうち

 

地面
じめん

の固
かた

い場所
ばしょ

やコンクリートの舗装上
ほそうじょう

では機械
きかい
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を 損傷
そんしょう

することがあるので、振動
しんどう

ローラの起振
きしん

装置
そうち

を作動
さどう

させないで走行
そうこう

します。振動
しんどう

が地面
じめん

等
など

に 吸収
きゅうしゅう

されずに反発
はんぱつ

する為
ため

に機械
きかい

の各部
かくぶ

に悪
わる

い 影響
えいきょう

を及
およ

ぼしたり、騒音
そうおん

を発生
はっせい

させてしま

うからです。 

４） 動力
どうりょく

伝達
でんたつ

機構
きこう

とブレーキ装置
そうち

 

ローラの 動力
どうりょく

伝達
でんたつ

機構
きこう

には機械
きかい

駆動式
くどうしき

と油圧
ゆあつ

駆動式
くどうしき

の２種類
しゅるい

があり、最近
さいきん

では油圧
ゆあつ

駆動式
くどうしき

が 主流
しゅりゅう

になって
になっ

います。機械
きかい

駆動式
くどうしき

はロードローラ、タイヤ

ローラ及
およ

び小型
こがた

のハンドガイドローラ等
など

の一部
いちぶ

機種
きしゅ

に限
かぎ

られ

ています。振動
しんどう

ローラは油圧
ゆあつ

駆動式
くどうしき

の為
ため

、前後進
ぜんこうしん

レバーを

中立
ちゅうりつ

の位置
いち

にすると機構上
きこうじょう

油圧
ゆあつ

ブレーキがかかり停止
ていし

する

ことが出
で

来
き

ます。 

５）ローラの 特性上
とくせいじょう

の注意点
ちゅういてん

 

ローラは作業
さぎょう

の特性
とくせい

上前進
じょうぜんしん

と後進
こうしん

を繰
く

り返
かえ

して転圧
てんあつ

作業
さぎょう

を 行
おこな

います。前進
ぜんしん

から後進
こうしん

へギアを切
き

り換
か

える時
とき

には、一旦
いったん

停止
ていし

をして後方
こうほう

の安全
あんぜん

確認
かくにん

を 行
おこな

ってから後進
こうしん

します。後進
こうしん

か

ら前進
ぜんしん

への
へ

切
き

り替
か

えも同
どう

様
よう

に 行
おこな

います。また、見
み

通
とお

しが良
よ

く

他
ほか

の 車両
しゃりょう

が近
ちか

くにない場合
ばあい

でも、
も

制限
せいげん

速度
そくど

が決
き

められている時
とき

はその制限
せいげん

速度
そくど

を超
こ

えて走行
そうこう

出
で

来
き

ません。 

６）盛土
も り ど

の締
しめ

固
かた

め 

規定
き て い

の締
しめ

固
かた

め度
ど

が得
え

られていることを確認
かくにん

しながら作業
さぎょう

を続
つづ

ける。転圧
てんあつ

作業
さぎょう

は、原則
げんそく

として

縦
たて

方向
ほうこう

に 行
おこな

い、道路
ど う ろ

の場合
ば あ い

、締
しめ

固
かた

め機械
き か い

は、路肩側
ろ か た が わ

（低
ひく

い側
がわ

）より中 央
ちゅうおう

（高
たか

い側
がわ

）へ幅
はば

寄
よ

せ

する。幅
はば

寄
よ

せする際
さい

、タイヤやロールは先
さき

に転
てん

圧
あつ

したレーン幅
はば

の約
やく

1/2 をオーバラップ（重
かさ

ね合
あわ

せ）させる。 
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６． 安全
あんぜん

作業
さぎょう

 

① 大
おお

きな機械
きかい

になれば
になれ

なるほど死角
しかく

が増
ふ

えます。運転
うんてん

する前
まえ

の事前
じぜん

の確認
かくにん

が必要
ひつよう

です。夕
ゆう

暮
ぐ

れ時
どき

や

夜間
やかん

の作業
さぎょう

において
におい

は特
とく

に周囲
しゅうい

が見
み

えづらく、錯覚
さっかく

を起
お

こしやすいので作業
さぎょう

に適
てき

した 照明
しょうめい

を準備
じゅんび

して作業
さぎょう

します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

② 地盤
じばん

が 軟弱
なんじゃく

な場所
ばしょ

で作業
さぎょう

する場合
ばあい

には、
は

地盤
じばん

の強度
きょうど

、トラフィカビリティ等
など

を 十分
じゅうぶん

に検討
けんとう

して

行
おこな

います。 軟弱
なんじゃく

地盤
じばん

だという説明
せつめい

を現場
げんば

監督
かんとく

から受
う

けた場合
ばあい

は

進入
しんにゅう

するのを見合
みあわ

せたり
せた

、湿地用
しっちよう

に造
つく

られた機械
きかい

を使用
しよう

します。

また、走路
そうろ

の一部
いちぶ

が軟弱地
なんじゃくち

の場合
ばあい

にはズリや鉄板
てっぱん

を敷
し

いたりして

対応
たいおう

します。どうしても 軟弱
なんじゃく

地盤
じばん

を通過
つうか

あるいは作業
さぎょう

をしなけれ

ばならない場合
ばあい

、方向
ほうこう

転換
てんかん

や一旦
いったん

停止後
ていしご

の再発進
さいはっしん

をしようとするとタイヤやクローラがぬかるみに

よって空転
くうてん

して 脱出
だっしゅつ

不可能
ふかのう

になることがあるので、できるだけ軟弱地
なんじゃくち

での方向
ほうこう

転換
てんかん

や一旦停止
いったんていし

は

避
さ

けて一定
いってい

速度
そくど

で 直進
ちょくしん

します。 

死角
し か く

を示
しめ

したポスター
ぽ す た ー
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③ 水辺
みずべ

や 水中
すいちゅう

での作業
さぎょう

では、
は

その作業
さぎょう

に適
てき

した種類
しゅるい

の機械
きかい

を使用
しよう

します。運転席
うんてんせき

に水
みず

が入
はい

らなけれ

ば 水中
すいちゅう

でも作業
さぎょう

が出
で

来
き

るとは限
かぎ

りません。機
き

械
かい

が水
みず

につか

ってしまうと可動部
かどうぶ

のグリスが洗
あら

われるだけでなく、シール

の破損
はそん

、電気
でんき

系統
けいとう

の不具合
ふぐあい

、エンジンオイルへの水
みず

の 混入
こんにゅう

等
など

により故障
こしょう

することがあります。また水
みず

の中
なか

では足場
あしば

が地上
ちじょう

よりも
り

悪
わる

いため、作業時
さぎょうじ

や走行時
そうこうじ

にバランスを崩
くず

しやすいの

で注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 
 

７． 安全
あんぜん

確認
かくにん

 

事故
じこ

を起
お

こさないようにするには、徹底的
てっていてき

な安全
あんぜん

確認
かくにん

が 最
もっと

も

有効
ゆうこう

な手段
しゅだん

です。作業
さぎょう

を安全
あんぜん

に 行
おこな

うため、対象物
たいしょうぶつ

（対 象
たいしょう

方向
ほうこう

）

を指差
ゆびさ

して「○○（ 対象物
たいしょうぶつ

のこと）ヨシ！」と声
こえ

に出
だ

して確認
かくにん

し

ます。安全
あんぜん

の確認
かくにん

は指
ゆび

差
さし

呼称
こしょう

で 行
おこな

った方
ほう

が危険
きけん

の 認識力
にんしきりょく

が高
たか

ま

るので、機械
きかい

運転時
うんてんじ

はこの方法
ほうほう

で安全
あんぜん

確認
かくにん

をします。 
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８． 合図
あいず

 

機械
きかい

を使
つか

った仕
し

事
ごと

では、安全
あんぜん

かつ正確
せいかく

な作業
さぎょう

をする為
ため

に合図
あいず

と

合図者
あいずしゃ

が必要
ひつよう

です。合図
あいず

については、この合図
あいず

を使
つか

いなさいといったこ

とが法令
ほうれい

で定
さだ

められていません。ですから現場
げんば

においては、安全
あんぜん

衛生
えいせい

責任者
せきにんしゃ

等
など

の作業
さぎょう

責任者
せきにんしゃ

が作業前
さぎょうまえ

の打
うち

ち合
あわ

せでどんな合図
あいず

を使
つか

うのかを

しっかり確認
かくにん

します。また、合図
あ い ず

をする人
ひと

がたくさんいると作業
さぎょう

をする

人
ひと

が⼾惑
と ま ど

ってしまうので、作業
さぎょう

責任者
せきにんしゃ

が作業
さぎょう

前
まえ

に合図者
あ い ず し ゃ

を指名
し め い

して作業
さぎょう

関係者
かんけいしゃ

全員
ぜんいん

に周知
しゅうち

しておきます。 

① 作業前
さぎょうまえ

にどのような合図
あいず

を使用
しよう

するかを決
き

め、関係者
かんけいしゃ

全員
ぜんいん

に作業
さぎょう

手順書
てじゅんしょ

等
など

で周知
しゅうち

徹底
てってい

させること

により、事故
じこ

や災害
さいがい

を未然
みぜん

に防止
ぼうし

させます。 

② 見
み

通
とお

しの悪
わる

い場所
ばしょ

で作業
さぎょう

する時
とき

は、決
き

められた一人
ひとり

の合図
あいず

者
しゃ

と他
ほか

の者
もの

とで打
う

ち合
あわ

せをし、合図
あ い ず

の

方法
ほうほう

を互
たが

いに確認
かくにん

してから作業
さぎょう

を始
はじ

めます。 

③ 合図
あいず

は、手旗
てばた

や 体全体
からだぜんたい

を大
おお

きく使
つか

ってはっきり見
み

えるようにきびきびと 行
おこな

います。合図
あいず

の動作
どうさ

と

ともに笛
ふえ

や声
こえ

を併用
へいよう

するとより確実
かくじつ

に作業者
さぎょうしゃ

に伝
つた

えることができます。作業者
さぎょうしゃ

が合図
あ い ず

を確実
かくじつ

に受
う

け

取
と

ったかを、動作
ど う さ

等
など

で確認
かくにん

することも合図者
あ い ず し ゃ

にとって重 要
じゅうよう

な仕事
し ご と

です。 

 

走行
そうこう

にかかわる 標準
ひょうじゅん

合図例
あいずれい
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Ⅱ ． 運転
うんてん

操作
そうさ

の心得
こころえ

 

１． 運転前
うんてんまえ

の心得
こころえ

 

その日
ひ

乗
じょう

務
む

する機械
きかい

の調子
ちょうし

を確認
かくにん

するため運転前
うんてんまえ

に作業
さぎょう

開始
かいし

前
まえ

点検
てんけん

を実施
じっし

して、不具合
ふぐあい

の無
な

い

状態
じょうたい

で作業
さぎょう

に臨
のぞ

む。暖
だん

機運転中
きうんてんちゅう

には水温
すいおん

、油温
ゆおん

等
など

は計器
けいき

で確認
かくにん

する。

もちろん機械
き か い

だけでなく、運転手
うんてんしゅ

も仕事
し ご と

に対
たい

して万全
ばんぜん

となるように

体 調
たいちょう

を 整
ととの

えておく必要
ひつよう

がある。そして、メーカによって機械
きかい

の構造
こうぞう

が違
ちが

うので、運転前
うんてんまえ

には 取扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

をよく読
よ

んで操作方法
そうさほうほう

を確認
かくにん
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しておく。 

また、機械
きかい

への乗
の

り降
お

りは両手
りょうて

両足
りょうあし

で手
て

すりやステップを使
つか

っ

た３点
てん

支持
しじ

で確実
かくじつ

に 行
おこな

います。周囲
しゅうい

の安全
あんぜん

が確認
かくにん

できても、機械
きかい

へ

の飛
と

び乗
の

りや機械
きかい

から飛
と

び降
お

りてはいけない。 

 

２． 運転中
うんてんちゅう

の心得
こころえ

 

機械
きかい

の 運転中
うんてんちゅう

は、作
さ

業
ぎょう

指
し

示
じ

された機械
きかい

の運転
うんてん

業務
ぎょうむ

だけに 集中
しゅうちゅう

し過
す

ぎないで、機械
きかい

の 状態
じょうたい

や近接
きんせつ

作業
さぎょう

をしている者
もの

や通行人
つうこうにん

等
など

の第
だい

三
さん

者
しゃ

にも気
き

を配
くば

り

ます。機械
きかい

の異常
いじょう

を認
みと

めた場合
ばあい

にその異常
いじょう

を放
ほう

ってお

くと重度
じゅうど

の故障
こしょう

につながるばかりか、第三者
だいさんしゃ

に怪我
けが

を

負
お

わせてしまうことがあります。また、一人
ひとり

作業
さぎょう

をしている時
とき

に事故
じこ

を起
お

こすと、他
ほか

の人
ひと

に発見
はっけん

さ

れるまで
るま

に時間
じかん

がかかってしまい手
て

遅
おく

れになることもあるので、一人
ひとり

作業
さぎょう

は絶対
ぜったい

してはいけません。 

① 運転中
うんてんちゅう

に異音
いおん

、異臭
いしゅう

、煙
けむり

、振動
しんどう

、計器
けいき

等
など

に異常
いじょう

を感
かん

じた時
とき

は、機械
きかい

を止
と

めて点検
てんけん

します。点検
てんけん

の

結果
けっか

を機械
きかい

の管理者
かんりしゃ

（安全
あんぜん

衛生
えいせい

責任者
せきにんしゃ

等
など

）に報告
ほうこく

をし、修理
しゅうり

等
など

の判断
はんだん

をしてもらいます。機械
きかい

の故障
こしょう

も 症状
しょうじょう

が出
で

始
はじ

めたばかりならば軽微
けいび

な修理
しゅうり

で済
す

む場合
ばあい

もありますが、重 症
じゅうしょう

になると大
おお

掛
が

かりな

修理
しゅうり

となるため時間
じ か ん

と費用
ひ よ う

がたくさん必要
ひつよう

になります。 

② 運転中
うんてんちゅう

は機械
きかい

の周囲
しゅうい

にも注意
ちゅうい

を払
はら

って作業
さぎょう

します。どうして

も機械
きかい

の作業
さぎょう

場所
ばしょ

の近
ちか

くを第三者
だいさんしゃ

が通
とお

る時
とき

は、第三者
だいさんしゃ

の安全
あんぜん

を

確保
かくほ

して作業
さぎょう

しなければなりません。フェンス･安全
あんぜん

通路
つうろ

の

設置
せ っ ち

、誘導員
ゆうどういん

の配置
は い ち

を、作業
さぎょう

を指
し

示
じ

している現場
げんば

監督
かんとく

に 相談
そうだん

し

ます。現場
げんば

に入
はい

ってくる、あるいは現場
げんば

を横断
おうだん

しようとする

第三者
だいさんしゃ

に向
む

かっていきなりホーンを鳴
な

らして警告
けいこく

してはいけ
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ません。 

③ 路肩
ろかた

、法肩
のりかた

等
など

の転落
てんらく

の恐
おそ

れがある場所
ばしょ

で作業
さぎょう

する場合
ばあい

には、
は

肩
かた

に近
ちか

寄
よ

り過
す

ぎないようにし、

誘導員
ゆうどういん

や監視員
かんしいん

を置
お

いて慎
しん

重
ちょう

に作
さ

業
ぎょう

します。 

④ 岩石
がんせき

の多
おお

い場所
ばしょ

では金属
きんぞく

で出
で

来
き

ているクローラ等
など

はとても

滑
すべ

りやすく、特
とく

に足
あし

回
まわ

りの破損
はそん

、磨耗
まもう

を起
お

こしやすいので、

十分
じゅうぶん

に注意
ちゅうい

して点検
てんけん

をします。 

 

３． 運転後
うんてんご

の心得
こころえ

 

① 現場
げんば

監督
かんとく

に報告
ほうこく

をして、不具合
ふぐあい

に対
たい

する処置
しょち

を指
し

示
じ

してもらいます。岩石
がんせき

の多
おお

い現
げん

場
ば

での作業
さぎょう

で

は足
あし

回
まわ

りの破損
は そ ん

や摩耗
ま も う

を起
お

こしやすいので、特
とく

に注意
ちゅうい

して点検
てんけん

をします。 

② また、タイヤやローラが走行
そうこう

装置
そうち

になっている機械
きかい

を停車
ていしゃ

させ

た後
あと

は、ギアをニュートラルにして 駐車
ちゅうしゃ

ブレーキをかけるとと

もに、無
む

人
じん

のまま走
はし

り出
だ

さないように⻭
は

止
ど

めをしっかりと設
せっ

置
ち

し

ます。駐車
ちゅうしゃ

の際
さい

に使用
しよう

する⻭
は

止
ど

めは、タイヤやローラが乗
の

り越
こ

え

ない適度
てきど

な大
おお

きさでしっかりとしたものを選定
せんてい

します。丸太
まるた

や石
いし

ころなどを⻭
は

止
ど

めの代
か

わりに使用
しよう

してはいけません。 

③ 機械
きかい

の鍵
かぎ

（イグニッションキー
いぐにっしょんきー

）は 必
かなら

ず抜
ぬき

取
と

り、 予
あらかじ

め決
き

められている保管
ほかん

場所
ばしょ

に保管
ほかん

します。

運転者
うんてんしゃ

以外
いがい

の誰
だれ

かが許可
きょか

無
な

く機械
きかい

を動
うご

かすといけないこともあり、次
つぎ

の日
ひ

に同
おな

じ機械
きかい

を運転
うんてん

するこ

とがわかっていても機械
きかい

の鍵
かぎ

を自宅
じたく

へ持
も

ち帰
かえ

ってはいけません。 

 

４． 特殊
とくしゅ

状況時
じょうきょうじ

の運転
うんてん

の心得
こころえ

 

通常
つうじょう

の運転
うんてん

業務
ぎょうむ

とは違
ちが

う 状況
じょうきょう

での作業
さぎょう

では、作業
さぎょう

が制限
せいげん

されることが多
おお

くあります。作業
さぎょう

の

際
さい

には、作業
さぎょう

を指
し

示
じ

した現
げん

場
ば

監
かん

督
とく

と相
そう

談
だん

してください。 
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① 電力
でんりょく

会社
がいしゃ

が規定
きてい

した距離
きょり

以上
いじょう

に電線
でんせん

に近
ちか

づいて作業
さぎょう

してはいけません。電線
でんせん

の近
ちか

くで作業
さぎょう

をしな

ければならない場合
ばあい

は、電線
でんせん

防護
ぼうご

処置
しょち

をし、監視員
かんしいん

を配置
はいち

してから作業
さぎょう

します。電線
でんせん

に絶縁
ぜつえん

保護具
ほごぐ

を設置
せっち

しても電線
でんせん

に触
ふ

れるところで作業
さぎょう

しては感電
かんでん

することもあり、とても危険
きけん

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 水道管
すいどうかん

、ガス管
   かん

等
など

が埋設
まいせつ

されている場所
ばしょ

で作業
さぎょう

する場合
ばあい

（特
とく

に

市街地
しがいち

）は、作業
さぎょう

を指
し

示
じ

した現場
げんば

監督
かんとく

と水道
すいどう

会社
がいしゃ

、ガス 会社
がいしゃ

の担当者
たんとうしゃ

との
しゃ

立
たち

会
あ

いの上
うえ

、まず人力
じんりき

だけで管
かん

の位置
いち

を試掘
しくつ

して確認
かくにん

します。

その後
ご

誘導員
ゆうどういん

の合図
あいず

に 従
したが

って機械
きかい

でゆっくりと管
かん

を露出
ろしゅつ

させます。

細
こま

かい作業
さぎょう

ですから、くれぐれも関係者
かんけいしゃ

以外
いがい

は作業
さぎょう

場所
ばしょ

に近
ちか

づけな

いようにします。 

③ 道路
どうろ

わき、⺠家先
みんかさき

での作業
さぎょう

の場合
ばあい

には通行人
つうこうにん

などの

電線
でんせん

との安全
あんぜん

距離
き ょ り

 



７０ 
一般社団法人日本機械土工協会 

第三者
だいさんしゃ

の安全
あんぜん

確保
かくほ

のために交通
こうつう

誘導員
ゆうどういん

を配置
はいち

し、
し

カラーコーンなどで作業
さぎょう

場所
ばしょ

の明示
めいじ

をしてから

作業
さぎょう

します。学校
がっこう

の近く
ちか 

では、特
とく

に子供
こども

の飛び出し
と  だ 

に気
き

を付けます
つ     

。また
ます

、スクールゾーンでは作業
さぎょう

時間
じかん

の制限
せいげん

などがあるので、現場
げんば

監督
かんとく

に確認
かくにん

してもらいます。また、 走行中
そうこうちゅう

に機械
きかい

の前
まえ

に人
ひと

が

飛び出して
と   だ   

きた場合
ばあい

、ハンドル操作
そうさ

だけでなく、ブレーキもしっかりとかけます。 

④ 作業
さぎょう

終了後
しゅうりょうご

にクローラ等
など

に付着
ふちゃく

した土砂
どしゃ

を取
と

り除
のぞ

きま

す。寒
かん

冷
れい

地
ち

では土砂
どしゃ

が付着
ふちゃく

したまま凍
こお

ってしまうと機械
きかい

を動
うご

かすことができなくなることもあります。 
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Ｅ． 学科
が っ か

試験
し け ん

問題
もんだい

の出 題 例
しゅつだいれい

 
 

当該
とうがい

上級
じょうきゅう

試験
しけん

の学科
がっか

試験
しけん

問題
もんだい

の例
れい

を以下
いか

に示
しめ

しました。 

これを参考
さんこう

に、前記
ぜ ん き

テキスト
て き す と

の学習
がくしゅう

を勧
すす

めします。 

安全
あんぜん

管理
か ん り

、環 境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

、法
ほう

規制
き せ い

 

１ 労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

に定められて
さ だ        

いる検査
け ん さ

には、「始業
しぎょう

時
じ

点検
てんけん

」が含
ふく

まれている。 

２ 建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

結果
け っ か

に異常
いじょう

があるとき、必ず
かなら 

責任者
せきにんしゃ

に報告
ほうこく

しなければならない。 

３ 作業中
さぎょうちゅう

に機械
き か い

に異常
いじょう

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

、速やか
す み    

に修理
しゅうり

する。 

４ 建設
けんせつ

機械
き か い

の輸送
ゆ そ う

は、専用
せんよう

車 両
しゃりょう

を用
もち

いること。 

５ 建設
けんせつ

機械
き か い

の輸送
ゆ そ う

車 両
しゃりょう

への積込み
つ み こ   

・積み
つ  

おろしは、作業
さぎょう

指揮者
し き し ゃ

の下
もと

で作業
さぎょう

を 行
おこな

うこと。 

６ 病 院
びょういん

、学校
がっこう

などのある場所
ば し ょ

では、工事
こ う じ

によって発生
はっせい

する騒音
そうおん

、振動
しんどう

に注意
ちゅうい

すること。 

７ 土
つち

は、土
ど

粒子
りゅうし

、水
みず

、空気
く う き

で構成
こうせい

されている。 

８ 土
つち

の強度
きょうど

は、土
ど

粒子間
りゅうしかん

に働く
はたら 

内部
な い ぶ

摩擦
ま さ つ

角
かく

と粘 着 力
ねんちゃくりょく

によって決
き

まる。 

９ 強固
きょうこ

な地盤
じ ば ん

ではない場合
ば あ い

、湿地用
し っ ち よ う

の建設
けんせつ

機械
き か い

を使用
し よ う

するのが望
のぞ

ましい。 

10 岩石
がんせき

は、火成岩
か せ い が ん

、堆積岩
たいせきがん

、変成岩
へんせいがん

に大別
たいべつ

される。 

11 

盛土
も り ど

材 料
ざいりょう

として適して
て き し て

いる材 料
ざいりょう

は次
つぎ

のうちどれか。 

① 締
しめ

固
かた

めることにより土
つち

の強度
きょうど

が増
ま

し、透水
とうすい

係数
けいすう

が低下
て い か

する材 料
ざいりょう

が適
てき

している。 

② 吸 水
きゅうすい

すると膨 張
ぼうちょう

する性質
せいしつ

のある土
つち

が盛土
も り ど

材 料
ざいりょう

に適
てき

している。 

③ 木
もく

根
こん

や芝
しば

などが 混 入
こんにゅう

した土
つち

が土
つち

全体
ぜんたい

の一体化
い っ た い か

に効果
こ う か

があり盛土
も り ど

材 料
ざいりょう

として適
てき

してい

る。 
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12 

盛土
も り ど

もしくは切土
き り ど

によって形成
けいせい

されるのり面
めん

に関
かん

する次
つぎ

の記述
きじゅつ

のうち、適切
てきせつ

なものはどれ

か。 

① 一般的
いっぱんてき

に切土
き り ど

ののり面
めん

は、盛土
も り ど

ののり面
めん

よりも急勾配
きゅうこうばい

で安定
あんてい

する。 

② 一般的
いっぱんてき

に粘性土
ね ん せ い ど

ののり面
めん

は、砂質土
さ し つ ど

ののり面
めん

よりも崩
くず

れやすい傾
けい

向
こう

にある。 

③ のり面
めん

の鉛
えん

直
ちょく

高
たか

さが高
たか

いほど、のり面
めん

の勾配
こうばい

は 急
きゅう

にできる。 

 
 

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

 

１ 「特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

」、「月例
げつれい

点検
てんけん

」、「始業
しぎょう

時
じ

点検
てんけん

」が法令
ほうれい

で定められて
さ だ       

いる点検
てんけん

である。 

２ 点検
てんけん

・整備
せ い び

はアワメータの示
しめ

す時間
じ か ん

または経過
け い か

日数
にっすう

のいずれかで時期
じ き

に達
たっ

したら実施
じ っ し

するこ

と。 

３ 機械
き か い

の足
あし

回り
まわ  

であるクローラは、路面
ろ め ん

に合わせて
あ    

張り具合
は   ぐ あ い

を調 整
ちょうせい

すること。 

４ エンジンの調子
ちょうし

は、始動後
し ど う ご

の排気
は い き

ガスの色 調
しきちょう

、エンジン音
おん

、排気臭
はいきしゅう

などで判断
はんだん

する。 

５ 点検
てんけん

整備中
せいびちゅう

は、作業
さぎょう

装置
そ う ち

を地面
じ め ん

に接地
せ っ ち

させておくこと。 

６ 点検
てんけん

整備中
せいびちゅう

は、エンジンキーを抜
ぬ

き取
と

り、運転席
うんてんせき

に「点検
てんけん

整備中
せいびちゅう

につき始動
し ど う

禁止
き ん し

」の札
ふだ

を掛
か

けておくこと。 

７ タイヤの空
くう

気圧
き あ つ

は、機械
き か い

を動かす
う ご    

前
まえ

に測定
そくてい

すること。 

８ 作業中
さぎょうちゅう

に機械
き か い

の調子
ちょうし

が悪
わる

くなった時
とき

、直
ただ

ちに安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

に機械
き か い

を止
と

め、責任者
せきにんしゃ

に報告
ほうこく

するこ

と。 

９ 燃 料
ねんりょう

は、エンジンを停止
て い し

してから、水
みず

やごみが混
ま

じらないように注意
ちゅうい

しながら補給
ほきゅう

するこ

と。 

10 建設
けんせつ

機械
き か い

作業
さぎょう

の終了後
しゅうりょうご

、オペレータは 必
かなら

ず「作業
さぎょう

日報
にっぽう

」を作成
さくせい

すること。 
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11 

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

に関
かん

する次
つぎ

の記述
きじゅつ

のうち、法令
ほうれい

で決
き

められていない点検
てんけん

はどれか。 

① 始業
しぎょう

時
じ

点検
てんけん

 

② 終 業
しゅうぎょう

時
じ

点検
てんけん

 

③ 特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

 

12 

建設
けんせつ

機械
き か い

に使用
し よ う

される潤滑油
じゅんかつゆ

に必要
ひつよう

な性質
せいしつ

に関
かん

する次
つぎ

の記述
きじゅつ

の内
うち

、適切
てきせつ

でないものはどれ

か。 

①流動点
りゅうどうてん

が高
たか

い。 

②温度
お ん ど

による粘度
ね ん ど

変化
へ ん か

が小
ちい

さい。 

③強 靱
きょうじん

な油
ゆ

膜
まく

を形成
けいせい

する。 

 
 

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

操作
そ う さ

 

１ 建設
けんせつ

機械
き か い

を発進
はっしん

させるとき、作業
さぎょう

装置
そ う ち

は地面
じ め ん

から４０ｃｍ程度
て い ど

浮
う

かせること。 

２ 
機械
き か い

の走行
そうこう

方向
ほうこう

を変
か

える時
とき

、大
おお

きく方向
ほうこう

を変
か

える場合
ば あ い

は切
き

り返
かえ

しを多
おお

くしてクローラなどに

大
おお

きな負荷
ふ か

を掛
か

けないようにすること。 

３ 傾斜地
け い し ゃ ち

では、方向
ほうこう

転換
てんかん

による転倒
てんとう

の恐れ
おそ  

があり、なるべく方向
ほうこう

転換
てんかん

しないことが望
のぞ

ましい。 

４ 傾斜地
け い し ゃ ち

で坂
さか

を上り下り
の ぼ   お   

するとき、転倒
てんとう

しないように斜面
しゃめん

にまっすぐに上り下り
の ぼ  お   

するのが望
のぞ

ま

しい。 

５ ブルドーザの押土
お し ど

運搬
うんぱん

の最適
さいてき

な距離
き ょ り

は６０ｍ程度
て い ど

である。 

６ 
トラクタショベルの積込

つ み こ

み作業
さぎょう

で、土砂山
ど し ゃ や ま

にバケットを押
お

し込
こ

むとき、バケットに 偏
かたよ

った負荷
ふ か

がかからないように注意
ちゅうい

する。 
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７ 機械
き か い

の走行
そうこう

時
じ

は、作業
さぎょう

装置
そ う ち

などを低
ひく

くして重 心
じゅうしん

を下
さ

げると安定
あんてい

した走行
そうこう

ができる。 

８ 油圧
ゆ あ つ

ショベルによる土砂
ど し ゃ

積込
つ み こ

み作業
さぎょう

は、ダンプトラックを低
ひく

い位置
い ち

に据
す

えると効率
こうりつ

が良
よ

い。 

９ 積込
つ み こ

む土砂山
ど し ゃ や ま

とダンプトラックを近
ちか

づけて、旋回
せんかい

角度
か く ど

を小
ちい

さくすると、積込
つ み こ

み作業
さぎょう

が効率的
こうりつてき

に 

なる。 

10 バックホウは、足元
あしもと

より低
ひく

い位置
い ち

の掘削
くっさく

作業
さぎょう

に適
てき

した機械
き か い

である。 

11 タイヤローラの空
くう

気圧
き あ つ

は、全輪
ぜんりん

均等
きんとう

にすること。 

12 
振動
しんどう

ローラは、起振力
きしんりょく

により大
おお

きな転圧
てんあつ

効果
こ う か

があるので、他
ほか

の機種
き し ゅ

に比
くら

べて小
ちい

さい規格
き か く

でも

有効
ゆうこう

である。 

13 
ローラは、前進

ぜんしん

・後進
こうしん

のレバー切
き

り替
か

えで走行
そうこう

するが、レバーが中 立
ちゅうりつ

の位置
い ち

ではブレーキが 

掛
か

かる。 

14 運転席
うんてんせき

に着座
ちゃくざ

して、直 接
ちょくせつ

目視
も く し

できない範囲
は ん い

が死角
し か く

である。 

15 軟 弱
なんじゃく

な地盤
じ ば ん

の場合
ば あ い

、敷
しき

鉄板
てっぱん

やずりの撒
ま

きだしで足下
あしもと

を堅固
け ん ご

にする。 

16 安全
あんぜん

確認
かくにん

は、危険
き け ん

を回避
か い ひ

するとともに、周囲
しゅうい

の作業員
さぎょういん

や構造物
こうぞうぶつ

に被害
ひ が い

を及
およ

ぼさないために必要
ひつよう

なことである。 

17 初
はじ

めての機械
き か い

を運転
うんてん

するとき、取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

をよく読
よ

み、運転
うんてん

指導
し ど う

を受
う

けることが大切
たいせつ

である。 

18 機械
き か い

への搭 乗
とうじょう

、降車
こうしゃ

は、 必
かなら

ず三点
さんてん

支持
し じ

で 行
おこな

うこと。 

19 
作業
さぎょう

する場所
ば し ょ

が人
ひと

通
どお

りがあったり、車 両
しゃりょう

が走行
そうこう

する場合
ば あ い

、バリケードなどで工事
こ う じ

区域
く い き

を囲
かこ

っ

てから作業
さぎょう

に掛
か

かること。 
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20 

振動
しんどう

ローラに関
かん

する次
つぎ

の記述
きじゅつ

のうち、正
ただ

しいものはどれか。 

① ロードローラに比
くら

べ小
こ

型
がた

の物
もの

でも比
ひ

較
かく

的
てき

高
たか

い締
しめ

固
かた

め効
こう

果
か

を得
え

ることができる。 

② 含水比
が ん す い ひ

の高
たか

い粘
ねん

性
せい

土
ど

に対
たい

しても十 分
じゅうぶん

な転圧
てんあつ

効果
こ う か

がある。 

舗装用
ほ そ う よ う

振動
しんどう

ローラに比
くら

べ土
ど

工
こう

用
よう

振
しん

動
どう

ローラは、振動数
しんどうすう

が大
おお

きく、振幅
しんぷく

が小
ちい

さい。 

21 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

による作業
さぎょう

に関
かん

する次
つぎ

の記述
きじゅつ

のうち、正
ただ

しいものはどれか。 

① サイクルタイムが 短
みじか

いほど、作
さ

業
ぎょう

能
のう

力
りょく

が小
ちい

さい。 

② 建設
けんせつ

機械
き か い

の組
くみ

合
あわ

せによる作業
さぎょう

全体
ぜんたい

の能 力
のうりょく

は、能 力
のうりょく

の大
おお

きい 建
けんせつ

設 機
きかい

械に左右
さ ゆ う

される。 

③ 硬
かた

い土
つち

を掘削
くっさく

する際
さい

は、バケットの掘削
くっさく

角
かく

を小
ちい

さくして切削
せっさく

抵抗
ていこう

を減
へ

らす。 

22 

ローダの作業
さぎょう

装置
そ う ち

についての次
つぎ

の記述
きじゅつ

のうち、正
ただ

しいものはどれか。 

① Ｚバー形
かた

作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、バケットが地上
ちじょう

に水平
すいへい

に置
お

かれている時
とき

に強
つよ

い掘
ほ

り起
お

し 力
りょく

を発揮
は っ き

する。 

② キックアウト装置
そ う ち

は、バケットが決
き

められた高
たか

さになるとチルトレバーを自動的
じ ど う て き

に「保持
ほ じ

」

位置
い ち

に戻
もど

す。 

③ バケットポジショナ装置
そ う ち

は、バケットが決
き

められた掘削
くっさく

角度
か く ど

になるとリフトレバーを

自動的
じ ど う て き

に「保持
ほ じ

」位置
い ち

に戻
もど

す。 
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