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港湾の国際競争力のさらなる強化へ

魅力ある港湾建設産業の環境づくりを

脱
炭
素
化
や
国
土
強
靱
化
を
迅
速
に
推
進

　
コ
ン
テ
ナ
船
の
大
型
化
に
よ
る
寄
港
地
の
絞
り
込
み
や
地
球
規
模
で
の
物
流
再
編


新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行

脱
炭
素
社
会
の
構
築
な
ど

わ
が
国
港
湾
を

巡
る
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る

加
え
て
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
や
巨
大
災
害
の
切

迫

人
口
減
少
と
い

た
わ
が
国
社
会
が
直
面
し
て
い
る
課
題
も
山
積
す
る

四
海
に

囲
ま
れ

臨
海
部
に
人
口
と
財
産
が
集
積
す
る
わ
が
国
に
お
い
て

港
湾
は
国
民
生
活

の
質
の
向
上
や
産
業
活
動
の
発
展
に
不
可
欠
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
だ

港
湾
政
策
の
最
新

状
況
や

海
洋
立
国
の
利
点
を
生
か
し
た
洋
上
風
力
発
電
の
動
向

各
地
で
進
む
港
湾

工
事
な
ど
を
﹁
２
０
２
１
港
湾
特
集
﹂
と
し
て
ま
と
め
た


ド
イ
ツ
の
ア
ル
コ
ナ
洋
上
風
力
発
電
所

︵
国
交
省
提
供
︶

　


港
湾
施
策
を
取
り
巻
く
環
境
と
課
題
を

ご
紹
介
く
だ
さ
い


　
﹁
わ
が
国
は
海
に
面
し
た
島
国
で
あ
り

港
に
は

人
口
と
資
産
が
集
中
し

総
貿
易
量
の

・
６
％


貿
易
額
の
７
割
は
港
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
な
ど

港

は
日
本
の
経
済
成
長
を
支
え

安
全
で
豊
か
な
暮
ら

し
の
実
現
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た

一
方

ア
ジ
ア

諸
国
な
ど
の
経
済
成
長
に
伴
い
日
本
経
済
の
相
対
的

な
地
位
が
低
下
す
る
中

船
舶
の
大
型
化
や
寄
港
地

の
絞
り
込
み
な
ど

わ
が
国
港
湾
は
厳
し
い
状
況
下

に
お
か
れ
て
お
り

国
際
競
争
力
の
強
化
や
人
工
知

能
︵
Ａ
Ｉ
︶

Ｄ
Ｘ
︵
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ



メ

シ

ン
︶
な
ど
の
新
技
術
を
活
用
し
た
生
産

性
の
向
上
が
必
至
な
状
況
で
す

ま
た

今
般
の
コ

ロ
ナ
禍
に
お
い
て

急
激
な
貨
物
輸
送
の
増
加
に
よ

り

北
米
港
湾
で
取
扱
い
可
能
な
量
を
超
え
る
荷
動

き
量
の
増
加
と
な

て
い
ま
す

具
体
的
に
は

北

米
港
湾
で
は

ト
ラ

ク
・
鉄
道
な
ど
の
内
陸
輸
送

に
混
雑
が
発
生
し
貨
物
が
港
湾
に
滞
留
し
た
結
果


コ
ン
テ
ナ
船
の
滞
船
や

そ
れ
に
伴
う
輸
送
ス
ケ
ジ



ル
の
大
幅
な
遅
延

国
際
物
流
コ
ス
ト
の
増
加

な
ど
が
発
生
し

日
本
経
済
に
も
影
響
を
与
え
て
い

ま
す

サ
プ
ラ
イ
チ


ン
の
強
靱
化
に
つ
な
が
る

基
幹
航
路
の
維
持
・
拡
大
が

経
済
安
全
保
障
の
観

点
か
ら
も

一
層
求
め
ら
れ
る
状
況
と
な

て
い
ま

す
﹂

　
﹁
わ
が
国
は
﹃
２
０
５
０
年
カ

ボ
ン
ニ


ト

ラ
ル
﹄
を
宣
言
す
る
と
と
も
に


年
度
に
温
室
効

果
ガ
ス
を

年
度
比

％
の
削
減
を
目
指
す
新
た
な

方
針
を
示
し
て
い
ま
す

わ
が
国
港
湾
は

新
た
な

エ
ネ
ル
ギ

で
あ
る
水
素
や
燃
料
ア
ン
モ
ニ
ア
の
輸

入
拠
点
に
な
る
と
と
も
に

わ
が
国
の
二
酸
化
炭
素

︵
Ｃ
Ｏ

︶
排
出
量
の
約
６
割
を
占
め
る
発
電

鉄

鋼

化
学
工
業
な
ど
の
産
業
の
多
く
が
立
地
す
る
産

業
の
拠
点
で
あ
り
Ｃ
Ｏ

削
減
余
地
の
大
き
い
地
域

で
す

こ
の
た
め

港
湾
に
お
け
る
脱
炭
素
化
に
向

け

洋
上
風
力
発
電
の
導
入
促
進
や

ブ
ル

カ


ボ
ン
生
態
系
︵
藻
場
な
ど
︶
の
活
用
を
含
め

カ


ボ
ン
ニ


ト
ラ
ル
ポ

ト
︵
Ｃ
Ｎ
Ｐ
︶
の
形
成
を

図
る
な
ど

地
球
環
境
問
題
に
責
任
あ
る
対
応
を
着

実
に
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す

港
内
に
接

岸
中
の
船
舶
は
船
内
電
源
を
デ


ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

で
ま
か
な

て
い
ま
し
た
が

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
港
な

ど
世
界
の
主
要
港
で
は
陸
上
電
源
に
切
り
替
わ

て

き
て
い
ま
す

環
境
に
配
慮
し
な
い
港
湾
に
は
寄
港

さ
れ
な
く
な
る
時
代
が
訪
れ
る
可
能
性
も
あ
り


﹃
選
ば
れ
る
港
﹄
と
な
る
よ
う

諸
外
国
の
動
向
を

見
な
が
ら
環
境
対
応
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
﹂

　
﹁
切
迫
す
る
巨
大
地
震

激
甚
化
・
頻
発
化
す
る

台
風
被
害
な
ど
へ
の
対
応
や

気
候
変
動
に
起
因
す

る
将
来
の
平
均
海
面
水
位
の
上
昇
な
ど
の
災
害
リ
ス

ク
に
備
え

国
民
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め


ソ
フ
ト
・
ハ

ド
一
体
と
な

た
防
災
・
減
災

国

土
強
靱
化
に
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
す

加
え

て

海
底
火
山
噴
火
に
伴
う
港
湾
へ
の
軽
石
漂
着
に

つ
い
て

迅
速
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

港

湾
局
で
は

大
き
く
変
化
す
る
社
会
経
済
情
勢
を
踏

ま
え

官
民
の
多
様
な
主
体
と
連
携
し

グ
ロ

バ

ル
な
視
点
で

港
湾
の
国
際
競
争
力
の
強
化

デ
ジ

タ
ル
化

脱
炭
素
化

国
土
強
靱
化
な
ど

必
要
な

施
策
を
迅
速
か
つ
確
実
に
推
進
し
ま
す
﹂

　


重
点
的
に
取
り
組
む
施
策
や
今
後
の
展

望
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
お
考
え
で
す
か


　﹁
社
会
経
済
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が


港
湾
局
で
は

港
湾
の
国
際
競
争
力
強
化
や
デ
ジ
タ

ル
化
に
よ
る
生
産
性
向
上

脱
炭
素
化

国
土
強
靱

化
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

国
際
競
争
力
強
化

・
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
生
産
性
向
上
に
つ
い
て
は
国

際
コ
ン
テ
ナ
戦
略
港
湾
に
お
い
て

集
貨
・
創
貨
・

競
争
力
強
化
の
３
本
柱
か
ら
な
る
取
り
組
み
を
深
化

し
て
い
き
ま
す

国
際
戦
略
港
湾
・
横
浜
港
に
お
い

て
は

今
年
４
月

南
本
牧
ふ
頭
に
お
い
て
日
本
最

大
の
水
深


岸
壁
２
バ

ス
を
有
す
る
Ｍ
Ｃ
１


４
コ
ン
テ
ナ
タ

ミ
ナ
ル
の
２
大
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
に

よ
る
初
の
画
期
的
な
一
体
利
用
が
開
始
さ
れ
ま
し

た

世
界
最
大
級
の
２
万
４
０
０
０
Ｔ
Ｅ
Ｕ
積
み


全
長
４
０
０

の
超
大
型
コ
ン
テ
ナ
船
の
初
入
港
も

実
現
し
て
い
ま
す

タ

ミ
ナ
ル
ゲ

ト
前
の
混
雑

解
消
の
た
め
の
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｐ
Ａ
Ｓ
︵
新
・
港
湾
情
報
シ

ス
テ
ム
︶
も
同
ふ
頭
で
本
格
運
用
を
開
始
し
た
と
こ

ろ
で
す
が

今
後

神
戸
港
・
大
阪
港
な
ど
他
港
へ

の
横
展
開
も
図
り
ま
す

港
湾
の
電
子
化
を
行
う
サ

イ
バ

ポ

ト
に
つ
い
て
は

今
年
４
月
か
ら

民

間
事
業
者
の
港
湾
物
流
手
続
の
電
子
化
を
行
う
﹃
港

湾
物
流
分
野
﹄
に
つ
い
て

第
一
次
運
用
を
開
始
し

ま
し
た

﹃
港
湾
管
理
分
野
﹄
や
施
設
情
報
な
ど
の

電
子
化
を
行
う
﹃
港
湾
イ
ン
フ
ラ
分
野
﹄
で
の
本
格

的
な
検
討
を
進
め

デ
ジ
タ
ル
庁
と
も
連
携
し
な
が

ら

こ
れ
ら
３
分
野
一
体
で
機
能
す
る
サ
イ
バ

ポ


ト
を
早
期
に
構
築
し

効
果
的
・
効
率
的
な
ア
セ


ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
現
し
ま
す

さ
ら
に

衛

星
画
像
を
用
い
た
港
湾
施
設
の
変
位
計
測

高
性
能

ド
ロ

ン
を
活
用
し
た
被
災
状
況
把
握
の
高
度
化


衛
生
測
位
を
活
用
し
た
高
精
度
の
遠
隔
操
作
・
自
動

化
水
中
施
工

コ
ン
テ
ナ
ダ
メ

ジ
チ


ク
の
効

率
化
と
い

た
技
術
の
実
証
な
ど
を
進
め

港
湾
の

各
現
場
に
お
け
る
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も

に

港
湾
で
働
く
人
々
の
労
働
環
境
の
改
善
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
﹂

　
﹁
脱
炭
素
化
で
は

世
界
的
な
動
き
や

﹃
２
０

５
０
年
カ

ボ
ン
ニ


ト
ラ
ル
の
実
現
﹄
に
向
け

た
政
府
方
針
な
ど
を
踏
ま
え
た
施
策
を
進
め
て
い
ま

す

国
際
物
流
の
結
節
点

産
業
拠
点
で
あ
る
港
湾

に
お
い
て

水
素
・
燃
料
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
の
輸
入

や
貯
蔵
が
可
能
と
な
る
受
入
環
境
の
整
備
や

事
業

者
間
の
連
携
に
よ
る
水
素
な
ど
の
需
要
創
出

供
給

拡
大
な
ど
を
図
る
Ｃ
Ｎ
Ｐ
の
形
成
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
い
ま
す

来
年
度
か
ら
は
い
よ
い
よ
Ｃ
Ｎ
Ｐ
の

取
り
組
み
が
具
体
化
し
ま
す
の
で


年
は
Ｃ
Ｎ
Ｐ

取
り
組
み
に
向
け
た
ス
タ

ト
に
な
る
と
考
え
て
い

ま
す

ま
た


年
カ

ボ
ン
ニ


ト
ラ
ル
の
実

現
に
向
け
て
特
に
そ
の
導
入
促
進
が
期
待
さ
れ
る
洋

上
風
力
発
電
に
つ
い
て
は

今
年
９
月
に
１
カ
所
の

促
進
区
域

４
カ
所
の
有
望
な
区
域
を
追
加
で
指
定

し
ま
し
た

引
き
続
き

経
済
産
業
省
と
連
携
し


促
進
区
域
な
ど
の
追
加
指
定
や
公
募
手
続
き
を
実
施

し
て
い
き
ま
す

洋
上
風
力
発
電
の
建
設
・
維
持
管

理
の
拠
点
と
な
る
基
地
港
湾
に
つ
い
て
は

既
に
４

カ
所
の
基
地
港
湾
の
整
備
に
着
手
し
て
い
る
ほ
か


将
来
の
洋
上
風
力
発
電
設
備
の
大
型
化
な
ど
を
見
据

え
た
基
地
港
湾
の
規
模
・
配
置
な
ど
に
つ
い
て
本
年

度
中
に
と
り
ま
と
め
る
予
定
で
す
﹂

　
﹁
国
土
強
靱
化
は

全
国
津
々
浦
々
の
港
湾
所
在

市
区
町
村
に
人
口
６
０
０
０
万
人

製
造
品
出
荷
額

が
１
５
０
兆
円
程
度
と
全
国
の
約
半
数
を
占
め
る
わ

が
国
に
お
い
て

激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
台
風
被
害

や

切
迫
性
が
指
摘
さ
れ
る
大
規
模
地
震
・
津
波


気
候
変
動
に
起
因
す
る
将
来
の
平
均
海
面
水
位
の
上

昇
な
ど
の
災
害
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
に
も
必
要

で
す

﹃
防
災
・
減
災

国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５

か
年
加
速
化
対
策
﹄
と
し
て

自
助
・
共
助
・
公
助

を
含
め
た
総
合
的
な
港
湾
の
防
災
・
減
災
対
策
の
具

体
化
や

基
幹
的
海
上
交
通
ネ

ト
ワ

ク
の
維
持

・
強
化

予
防
保
全
型
の
老
朽
化
対
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す

気
候
変
動
に
伴
う
海
面
水
位
上
昇
や
切

迫
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
の
災
害
リ
ス
ク
に
も

対
応
し

強
靱
な
港
湾
機
能
の
形
成
を
進
め
ま
す


ソ
フ
ト
施
策
と
し
て

感
染
症
も
含
め
た
港
湾
に
お

け
る
事
業
継
続
計
画
︵
Ｂ
Ｃ
Ｐ
︶
の
充
実
化

港
湾

関
係
機
関
・
団
体
に
加
え

危
機
管
理
部
局
や
医
療

関
係
部
局

自
衛
隊
な
ど
が
参
画
す
る
水
際
・
防
災

対
策
連
絡
会
議
の
開
催

津
波
来
襲
時
に
お
け
る
船

舶
の
沖
合
退
避
や
係
留
強
化
な
ど
の
検
討
も
進
め
ま

す

軽
石
漂
着
に
つ
い
て
は

港
湾
局
は
緊
急
災
害

対
策
派
遣
隊︵
Ｔ
Ｅ
Ｃ
｜
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ｅ
︶を
派
遣
し


海
上
保
安
部
か
ら
の
情
報
を
受
け
次
第

各
地
方
整

備
局
が
有
す
る
海
洋
環
境
整
備
船
で
軽
石
を
除
去
で

き
る
体
制
を
整
え

順
次
除
去
支
援
を
行

て
い
る

と
こ
ろ
で
す

漂
流
軽
石
の
回
収
技
術
を
と
り
ま
と

め
て
お
り

引
き
続
き

迅
速
な
除
去
を
支
援
し
て

い
き
ま
す
﹂

　


建
設
産
業
へ
の
期
待
を
お
願
い
し
ま

す


　﹁

年
の﹃
新
・
担
い
手
３
法
﹄施
行
を
踏
ま
え


▽
適
正
な
工
期
の
確
保
や
休
日
の
確
実
な
確
保
な
ど

の
﹃
働
き
方
改
革
﹄
▽
職
場
環
境
の
改
善
や
適
正
な

利
潤
の
確
保
な
ど
に
よ
る﹃
担
い
手
の
育
成
・
確
保
﹄

▽
中
・
小
規
模
工
事
に
お
け
る
Ｂ
Ｉ
Ｍ
／
Ｃ
Ｉ
Ｍ
や

情
報
化
施
工
な
ど
﹃
生
産
性
の
向
上
﹄
｜
の
３
点
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す

国
交
省
港
湾
局
で
は
﹃
港
湾

・
空
港
工
事
の
あ
り
方
検
討
会
﹄
を
設
置
し

現
場

や
有
識
者
の
声
を
聞
き
な
が
ら

さ
ま
ざ
ま
な
課
題

解
決
に
向
け
た
検
討
を
行
い
ま
し
た

こ
の
成
果
の

一
つ
に
週
休
２
日
制
が
あ
る
と
思
い
ま
す

海
上
工

事
は
気
候
の
影
響
を
受
け
や
す
い
の
で

工
期
の
設

定
上
難
し
い
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た

そ
こ
で


７
月
に
﹃
港
湾
・
空
港
工
事
の
工
期
の
設
定
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹄
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
週
休
２
日
４
週
８
休
な
ど
を
前
提
に
働

き
方
改
革
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す


こ
れ
は
建
設
業
へ
の
期
待
と
い
う
よ
り
は
わ
れ
わ
れ

発
注
者
が
浸
透
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
か
も

し
れ
ま
せ
ん

建
設
業
の
方
々
に
仕
事
を
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
と
い
う
意
識
が
わ
れ
わ
れ
発
注
者
に
は

必
要
だ
と
思

て
い
ま
す

手
を
挙
げ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
な
発
注
上
の
工
夫
が
必
要
で
す
し

発
注
者

と
請
負
者
の
双
方
が

元
請
け
だ
け
で
な
く

協
力

会
社
や
専
門
工
事
業
者
も
含
め

ル

ル
の
範
囲
内

で
適
正
な
利
潤
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
作
り
を
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す

地
域
の

経
済
や

災
害
か
ら
の
安
全
な
暮
ら
し
を
支
え
て
い

る
の
は
地
場
で
活
躍
す
る
地
域
業
者
で
す

こ
れ
は

軽
石
漂
着
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
す

が

い
ざ
と
い
う
時
に
は
地
元
に
根
付
い
て
い
る
事

業
者
の
方
々
に
対
応
を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
の
で

地
域
業
者
が
継
続
的
に
事
業
活
動
で
き

る
環
境
作
り
が
必
要
で
す
国
交
省
と
し
て
も
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
課
題
に
即
し
た
対
応
策
を
検
討
し


整
備
局
発
注
の
工
事
を
通
じ
て
地
域
業
者
の
育
成
に

貢
献
し
た
い
と
思

て
い
ま
す

ま
た

ど
こ
の
業

界
で
も
人
手
不
足
や
離
職
が
課
題
で
あ
り

生
産
性

を
上
げ
る
た
め
に
Ｄ
Ｘ
の
積
極
的
な
活
用
な
ど

魅

力
の
あ
る
職
場
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

て
い

ま
す
﹂

　
﹁
ま
た

港
湾
工
事
に
従
事
す
る
作
業
船
は

大

規
模
災
害
発
生
時
に
お
け
る
円
滑
な
航
路
啓
開
・
災

害
復
旧
な
ど
に
必
要
で
あ
り

東
日
本
大
震
災
で
そ

の
活
躍
が
証
明
さ
れ
ま
し
た

全
国
の
作
業
船
の
保

有
水
準
を
維
持
し

低
・
脱
炭
素
化
に
も
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
は
安
全
・
安
心
社
会
の
実
現
の
た
め
に

も
必
要
で
す
の
で

工
事
入
札
時
の
加
点
評
価

低

・
脱
炭
素
化
へ
の
支
援
や

安
全
に
係
留
で
き
る
岸

壁
の
確
保
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す

こ
の

よ
う
な
取
り
組
み
を
通
じ

港
湾
業
界
全
体
が

国

民
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守
り

未
来
を
開
く
業
界
と

し
て

末
永
く
継
続
し
て
い
く
よ
う
に
尽
力
い
た
し

ま
す
﹂


横浜港本牧ふ頭Ｄ４コンテナターミナルに停泊するコンテナ船
「APL Esplanade」（ＣＭＡ　ＣＧＭ社）

（国交省提供）



　港湾特集

一般社団法人日本風力発電協会
代表理事　加藤　仁氏

（１０）（第３種郵便物認可） ２０２１年　（令和３年）　１２月２４日　（金曜日）

わが国に適した洋上風力
基
地
港
湾
整
備
が
急
務

海外からも魅力的な
市場に成長

　
脱
炭
素
社
会
の
構
築
に
世
界
各
国
が
歩
み
始
め
た

気
候
変
動
へ
の
対
応
と
と
も
に

先
進
各
国
は
独
自
の
ル

ル
作

り
に
取
り
組
む
一
方
で
技
術
力
の
強
化
を
図

て
い
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

の
ウ
エ

ト
が
高
ま
る
の
は
確
実
で


中
で
も
洋
上
風
力
発
電
は
将
来
性
あ
る
有
望
な
電
源
と
い
え
る

海
洋
立
国
の
わ
が
国
は
風
況
に
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
り

な
が
ら

こ
れ
ま
で
普
及
の
進
ん
で
い
な
か

た
分
野
で
あ
り

法
律
の
制
定
や

発
電
設
備
建
設
に
必
要
な
港
湾
整
備

な
ど
の
周
辺
環
境
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

風
力
発
電
の
普
及
活
動
を
展
開
し
て
い
る
日
本
風
力
発
電
協
会
の
加
藤
仁
代

表
理
事
に

洋
上
風
力
発
電
の
可
能
性
や

本
格
導
入
に
向
け
て
の
課
題
な
ど
を
聞
い
た


Interview������������������������������������������������������������������������������������������

（国交省資料から）

発
電
に
適
し
た
風
況
の
良
い
地
域
が
多
い

︵
風
況
マ

プ
を
指
し
示
す
加
藤
代
表
︶

　


洋
上
風
力
発
電
に
は
ど
の
よ
う
な
メ
リ


ト
が
あ
る
か


　
﹁
陸
上
の
風
力
発
電
は
地
形
に
よ

て
風
況

が
乱
れ
や
す
い
の
に
対
し

洋
上
は
一
定
の
方

向
か
ら
風
が
流
れ

風
況
も
安
定
し
て
い
る
の

が
特
徴
だ

風
況
の
乱
れ
は

設
備
の
寿
命
に

影
響
を
与
え
る

洋
上
は
設
備
機
器
の
塩
害
対

策
を
陸
上
よ
り
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
け

で

多
い
に
有
利
な
発
電
設
備
だ
と
い
え
る


土
地
の
制
約
が
な
い
の
で
大
型
化
が
可
能
と
い

う
メ
リ

ト
も
あ
る

陸
上
で
は
輸
送
の
関
係

で
ロ

タ

径
１
２
０

１
３
０

程
度
が
限

度
で

出
力
は
３


程
度

こ
れ
が
洋
上
に

な
る
と

ロ

タ

径
が
２
０
０

以
上
も
可

能
で

出
力



の
大
き
な
風
車
と
な
る


そ
の
分

設
置
基
数
を
削
減
で
き

コ
ス
ト
面

で
有
利
だ

広
範
な
エ
リ
ア
に
何
機
も
風
車
を

設
置
し
た
大
規
模
発
電
所
と
す
る
こ
と
も
可
能

だ

わ
が
国
は
四
方
海
に
囲
ま
れ
た
海
洋
国
家

な
の
で

再
生
可
能
な
国
産
エ
ネ
ル
ギ

と
し

て
の
洋
上
風
力
発
電
は
う

て
つ
け
の
も
の
と

い

て
い
い

先
行
し
て
普
及
の
進
ん
で
い
る

欧
州
で
は
市
場
価
格
の
低
下
や

設
備
の
大
型

化
に
伴

て
コ
ス
ト
低
減
が
進
ん
で
い
る

部

品
点
数
の
多
い
発
電
設
備
で
も
あ
る
の
で

関

連
産
業
へ
の
波
及
効
果
も
大
き
く

雇
用
の
創

出
や
地
域
の
活
性
化
な
ど
も
期
待
で
き
る
﹂

　


現
状
の
洋
上
風
力
発
電
市
場
を
ど
う
評

価
す
る
か


　
﹁
２
０
５
０
年
カ

ボ
ン
ニ


ト
ラ
ル
の

実
現
に
向
け

新
た
な
エ
ネ
ル
ギ

基
本
計
画

で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

の
電
源
構
成
比
率
が

高
ま
る
な
ど

脱
炭
素
社
会
の
構
築
に
向
け
た

動
き
が
加
速
し
て
い
る

ま
た

洋
上
新
法


い
わ
ゆ
る
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
︵
海
洋
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ

発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
︶
が

年
４
月

に
施
行
し

第
１
回
の
入
札
が
今
年
５
月
に
行

わ
れ
た
と
こ
ろ
だ

そ
う
し
た
中


年
ま
で

に





年
ま
で
に





と
い
う

政
府
の
導
入
目
標
が
示
さ
れ

具
体
的
な
案
件

形
成
が
加
速
し
て
い
る

こ
れ
ま
で
欧
州
の
メ


カ

の
関
心
の
薄
い
日
本
市
場
だ

た
が


こ
の
目
標
設
定
に
よ

て
真
剣
な
ま
な
ざ
し
を

向
け
る
よ
う
に
な

た
諸
外
国
か
ら
見
て
も


魅
力
的
な
市
場
と
い
う
こ
と
だ

政
府
の
目
標

で
は

年
ま
で
に
最
大



と
い
う
規
模
と

な
り

現
在
の
ド
イ
ツ
市
場
よ
り
も
格
段
に
大

き
い
魅
力
的
な
市
場
だ
﹂

　


市
場
拡
大
に
は
ど
う
い

た
課
題
が
あ

る
か


　
﹁
導
入
目
標
が
示
さ
れ
た
だ
け
で

走
り
な

が
ら
導
入
拡
大
を
目
指
す
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
制
度
の
整
備
が
急
務
だ
大
き
な
課
題

と
し
て
は
イ
ン
フ
ラ
面
に
関
し
て
２
点
あ
り


一
つ
が
系
統
へ
の
接
続
だ

既
存
の
系
統
に
余

力
が
ほ
と
ん
ど
な
い
上
に

洋
上
風
力
発
電
は

大
規
模
な
設
備
と
な
る
だ
け
に

専
用
送
電
線

の
整
備
を
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う

既
存
の
系
統

を
優
先
す
る
あ
ま
り

出
力
抑
制
が
あ
る
よ
う

で
は
事
業
の
採
算
性
確
保
が
難
し
く
な
る

洋

上
風
力
発
電
所
の
設
置
に
適
し
た
風
況
の
良
い

地
域
は
大
都
市
の
よ
う
な
消
費
地
か
ら
遠
く
離

れ
て
お
り

送
電
線
の
整
備
は
必
須
で
あ
り
コ

ス
ト
も
か
か
る

既
存
の
電
力
会
社
ご
と
の
エ

リ
ア
を
ま
た
ぐ
よ
う
な
広
域
で
の
自
由
な
送
電

シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
期
待
さ
れ
る
﹂

　
﹁
も
う
一
つ
の
課
題
が
港
湾
だ

洋
上
風
力

プ
ロ
ジ

ク
ト
の
成
功
の
カ
ギ
は

海
上
工
事

を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
だ

洋
上
風

力
発
電
設
備
を
効
率
よ
く
設
置
す
る
に
は

設

置
適
地
の
海
域
近
く
に

資
機
材
の
保
管
ヤ


ド
を
備
え
た
基
地
港
湾
︵
拠
点
港
湾
︶
が
必
要

だ

詳
細
は
国
土
交
通
省
の
検
討
会
で
議
論
中

だ
が

水
深


以
上
の
喫
水
が
あ
り

耐
震

性
に
優
れ
た
地
耐
力
の
あ
る
バ

ス
が
求
め
ら

れ

１
５
０
０

２
０
０
０

の
重
量
が
あ
る

基
礎
パ
イ
ル
や
ナ
セ
ル

ブ
レ

ド
を
数
十
基

分
保
管
で
き
る
広
さ
も
ほ
し
い

設
置
工
事
を

効
率
よ
く
進
め
る
た
め
に
は

年
間
を
通
じ
て

稼
働
で
き
る
こ
と
も
条
件
に
な
る
だ
ろ
う

洋

上
風
力
発
電
の
基
地
港
湾
で
知
ら
れ
る
エ
ス
ビ

ア
ウ
港
︵
デ
ン
マ

ク
︶
で
は
現
在

約
１
０

０
万
平
方

の
敷
地
を
活
用
し
て
い
る
だ
け
で

な
く

今
後
さ
ら
に
拡
張
す
る
計
画
も
あ
る
と

い
う

風
力
発
電
設
備
の
一
時
保
管

地
上
で

の
組
み
立
て
作
業
な
ど
を
行
う
用
地
だ
が

わ

が
国
で
は
現
状

事
業
者
が
整
備
費
を
全
額
負

担
す
る
こ
と
に
な

て
い
る

発
電
事
業
者
に

と

て
は
非
常
に
大
き
な
負
担
で
あ
り

事
業

上
の
足
か
せ
と
な

て
い
る

基
地
港
湾
と
い

う
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
は
国
や
地
方
自
治
体
が
整

備
し
て

利
用
者
で
あ
る
事
業
者
が
賃
料
を
支

払
う
仕
組
み
で
あ
る
べ
き
だ

海
外
で
も
国
や

自
治
体
な
ど
の
公
的
主
体
が
整
備
を
行
い

風

力
発
電
事
業
者
を
誘
致
す
る
の
が
一
般
的
だ


コ
ス
ト
負
担
が
軽
減
さ
れ
れ
ば

よ
り
多
く
の

事
業
者
が
参
入
し
や
す
く
な
り

競
争
原
理
も

働
く
の
で

コ
ス
ト
低
減
効
果
も
生
ま
れ
る
﹂

　


国
や
地
方
公
共
団
体
へ
の
要
望
は


　
﹁
繰
り
返
し
に
な
る
が

基
地
港
湾
の
整
備

負
担
の
軽
減
だ

通
常
の
賃
貸
借
料
で
負
担
す

る
制
度
に
変
更
し
て
ほ
し
い

ま
た

長
期
的

な
視
点
で
の
入
札
ス
ケ
ジ


ル
の
明
示
も
お

願
い
し
た
い

洋
上
風
力
発
電
所
は

風
速
７


以
上
あ
る
場
所
が
設
置
適
地
で
あ
り

基
地

港
湾
も
そ
の
近
傍
に
設
け
ら
れ
る

設
備
設
置

工
事
の
ス
ケ
ジ


ル
調
整
を
上
手
に
や
ら
な

い
と

複
数
の
プ
ロ
ジ

ク
ト
が
輻
輳
す
る
こ

と
に
な
る

洋
上
風
力
発
電
所
の
建
設
場
所
の

選
定
は
基
地
港
湾
の
整
備
や
発
電
設
備
設
置
の

建
設
工
程
に
配
慮
す
る
こ
と
も
必
要
だ
﹂

　


建
設
産
業
界
に
は
何
を
期
待
す
る
か


　
﹁
洋
上
風
力
プ
ロ
ジ

ク
ト
は
経
験
値
が
す

べ
て
だ

海
上
工
事
は
天
候
に
左
右
さ
れ
や
す

い
う
え

陸
上
工
事
以
上
に
難
度
が
高
い

繰

り
返
し
施
工
す
る
こ
と
で
わ
が
国
海
域
に
適
し

た
技
術
の
開
発
も
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
し

海
外

勢
に
対
し
て
競
争
力
も
高
ま
る

ぜ
ひ

成
功

を
目
指
し
て
チ

レ
ン
ジ
し
て
ほ
し
い
﹂




　港湾特集

　カーボンニュートラル　

　港湾のＤＸ　

（１１） （第３種郵便物認可）２０２１年　（令和３年）　１２月２４日　（金曜日）

暮らしと経済を支える港湾の形成に向けて
グ
リ

ン
や
デ
ジ
タ
ル
を
新
た
な
成
長
源
に

　世界的な脱炭素化に向けた動きや政府方針等を踏まえ、日本の
輸出入の．％を取り扱う国際物流の結節点となり産業拠点とな

る国際港湾において、脱炭素化に配慮した港湾物流の高度化や港
湾空間の高度化などの取り組みを進めている。

洋上風力発電の促進
　政府は、年までに，万k
W、年までに浮体式も含む，
万～，万kWの案件形成を目標
とし、各地における案件形成を加速
化するとともに、基地港湾の整備を
進めている。具体的には、海洋再生
可能エネルギー発電設備の整備に係
る海域の利用の促進に関する法律
（平成年法律第号）に基づき、
年９月までに「長崎県五島市沖」
「秋田県能代市、三種町および男鹿
市沖」「秋田県由利本荘市沖（北側
・南側）」「千葉県銚子市沖」「秋
田県八峰町および能代市沖」の五カ
所（６区域）を促進区域に指定した。
このうち「長崎県五島市沖」では年

６月に発電事業者を選定している。
基地港湾については、能代港、秋田
港、鹿島港、北九州港の４港を指定
し、洋上風力発電設備の設置・維持
管理に必要な地耐力強化等の工事を
進めている。秋田港については、
年４月に全国で初めて「海洋再生可
能エネルギー発電設備等取扱埠頭に
係る賃貸借契約」を締結し、年末
に商用の運転開始が予定される能代
港および秋田港の洋上風力発電プロ
ジェクトで必要となる部材の搬入・
運搬を行っている。引き続き洋上風
力発電の導入促進に向けて、経済産
業省資源エネルギー庁と連携し、取
り組みを加速していく。

カーボンニュートラルポート
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　水素・燃料アンモニアなどの大量かつ安定・安価な輸入や貯
蔵・配送などを図るとともに、脱炭素化に配慮した港湾機能の
高度化や集積する臨海部産業との連携を通じて、温室効果ガス
の排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート
（ＣＮＰ）」を形成し、日本全体の脱炭素社会の実現への貢献
を図る。停泊中の船舶への陸上電力供給設備の導入、低炭素型
荷役機械や自立型水素等電源などの実証・導入などについて関
係省庁と連携しつつ、検討を行っている。また、各港湾で、地
方整備局や港湾管理者が事務局となり、官民一体の検討会を開
催し、港湾地域でさまざまな関係者が連携して面的に脱炭素化
に取り組む検討を行っている。
　年６月から、ＣＮＰの形成に向けた取り組みの加速化を
図る各種方策について整理などを行うため「カーボンニュート
ラルポートの形成に向けた検討会」を開催してきた。本検討会
での検討結果を踏まえ、ＣＮＰ形成に向けた施策の方向性の取
りまとめおよび、ＣＮＰ形成計画策定マニュアル（初版）を、

年内に策定することとしている。これらを活用しつつ、引き続
き、全国の港湾におけるＣＮＰの形成に向けて取り組みを推進
していく。

　アジア諸国などの経済成長に伴い日本経済の相対的な地位が低下する中、船舶
の大型化や寄港地の絞り込みなどが急速に進むなど、日本の港湾は厳しい状況下
におかれており、国際競争力の強化やＡＩなど（人工知能）などの新技術を活用

した生産性の向上が必至な状況である。国交省港湾局では港湾におけるＤＸ（デ
ジタルトランスフォーメーション）推進のために、特に「ヒトを支援するＡＩター
ミナル」「サイバーポート」「i-Construction」の三つの取り組みを行っている。

i-Construction
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　「港湾におけるi-Construction推進委員会」を設置し、ＩＣＴ施工や監督・検
査の省力化の推進など、建設生産プロセス全体にわたる生産性向上に向けた取り
組みについて検討を行っている。
　ＩＣＴ施工では、海底の地形を３次元で可視化する「マルチビームソナー」に
より、測深データの処理を迅速化し、リアルタイムかつ遠隔での出来形確認を可
能とする技術開発を行っている。また、海象条件に左右されず潜水士の負担軽減、
安全性の向上を図るため、水中施工の遠隔化・無人化を可能とするシステムの開
発を行っている。
　監督・検査の省力化では、３次元データを活用した工程管理や監督・検査の効
率化・遠隔化を図り、情報プラットフォーム「港湾整備ＢＩＭ／ＣＩＭクラウド」
の構築を行っている。その他、工事監督の非接触化の取り組みとして、港湾工事
の現場での、ウエアラブルカメラを活用した遠隔臨場の試行を始めている。

ヒトを支援するＡＩターミナル
　良好な労働環境と世界最高水準の生産性確保に向
け「ヒトを支援するＡＩターミナル」の実現に向け
た取り組みを行っている。年４月に横浜港での
本格運用を開始した新・港湾情報システム（ＣＯＮ
ＰＡＳ、コンテナ輸送に関するリアルタイム情報の
共有・活用によりゲート処理、輸送の効率化などを
図る）の他港への展開やＡＩなどを活用したコンテ
ナ蔵置場所の最適化、コンテナヤード内で荷役を行
うＲＴＧの遠隔操作化、コンテナダメージチェック
の効率化などの取り組みを進め、年度中に外来ト
レーラーのゲート前待機のほぼ解消を目指してい
る。

ＣＯＮＰＡＳによるＰＳカードタッチ処理で
ゲート処理時間を短縮

サイバーポート
　民間事業者間の港湾物流手続（港湾物流分野）、港湾管理
者の行政手続や調査・統計業務（港湾管理分野）および港湾
の計画から維持管理までのインフラ情報（港湾インフラ分野）
を電子化し、これらをデータ連携により一体的に取り扱う
データプラットフォーム「サイバーポート」を構築する。同
プラットフォームの導入メリットは▷業務時間の削減とＩＴ
投資の節減▷手続の待ち時間の短縮▷各社のシステムと連携
した物流業務の実現と、在宅勤務の促進▷ＮＡＣＣＳ（輸出
入・港湾関連情報処理システム）などとの連携による業務の
更なる効率化▷物流業務の効率化や政策検討への活用―など
が挙げられる。港湾物流分野については年４月から第一
次運用を開始している。今後は、港湾に関わる各種行政手続
情報の電子化（港湾管理分野）や施設情報等の電子化（港湾
インフラ分野）も進める予定だ。



　港湾特集
令和３年度小名浜港東港地区防波堤（第二沖）築造工事

東洋・本間ＪＶ

神戸港六甲アイランド地区岸壁（―ｍ）等耐震改良工事
五洋・あおみＪＶ

横浜港新本牧地区護岸（防波）東側築造工事
東洋・あおみ・株木ＪＶ

（１２）（第３種郵便物認可） ２０２１年　（令和３年）　１２月２４日　（金曜日）
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基礎工　捨石投入状況 基礎工　捨石本均し状況

　横浜港では、基幹航路に就航する大型船の入港や、
貨物量の増加に対応するため、大水深・高規格コン
テナターミナルと高度な流通加工機能を有するロジ
スティクス施設を一体的に配置した最新鋭の物流拠
点の整備が進められている。本工事では、このコン
テナターミナル再編事業の一環として、新本牧ふ頭
の東側で盛上り土砂撤去、基礎工を行った後、１函
当たり長さｍ×基礎幅ｍ（天端幅７ｍ）×高さ
ｍのハイブリッドケーソンを８函据え付け、護岸
を築造する。
　海上工事のため風や潮位など、天候を踏まえた安
全管理を徹底。加えて現場周辺では、隣接する南側
築造工事をはじめ七つの工事が同時進行中で、長谷
川晋也現場代理人は「全体工程に影響を及ぼさない
よう日々、工事用船舶の係留場所、作業時間などに
ついて他工区と細かな調整が欠かせない」と留意点
を説明する。
　工事にはＩＣＴ施工を導入。捨石投入では、ガッ
ト船にＧＮＳＳを取り付け、バケットの現在位置や
目標投入位置とともにバケット１投入ごとの捨石堆
積形状予測を現地盤データ上に表示する。投入中は
オペレーターがパソコン画面で目標投入位置までバ

ケットを正確に誘導し、捨石堆積形状予測を１投入
ごとに確認しながら不足箇所が生じないように投入
している。
　捨石本均しでは、自動追尾式トータルステーショ
ンを用い、海底マウンド天端の施工状況をリアルタ
イム・高精度に計測。あわせて起重機船に取り付け
たＧＮＳＳと各種センサーで均し作業状況と船体の
位置情報をモニタリングして船体位置、ブームの方
向を平面上に描画し、施工状況と照らし合わせなが
ら±５㎝の均し精度を確保する。
　基礎工事の協力会社、松浦企業の五十嵐隆之職長
は「通常は陸側から沖に向かって徐々に基礎工事を
行い堤防を築造していくが、今回は、陸から離れた
何もない海上が現場で、潮流の読みなど経験に基づ
く判断も要求される難しい工事」と語る。
　来年１月から本体工に着手し、東洋建設が開発し
たケーソン据付システム（函ナビ）を導入する。ケー
ソンの動揺、既設ケーソンとの間隔、基礎マウンド
までの距離をリアルタイムに監視しながら、円滑、
正確に所定位置へのケーソンの据え付けが可能にな
るという。
　大槻貴志監理技術者は、「ケーソンは千葉県など
の製作場所から長い距離をえい航して運ばれる。え
い航時も作業時も、一般船舶の航行など安全に留意
し、無事据え付けを完了したい」と強調。長谷川現
場代理人は「新本牧地区で最初の工事で、今後着手
する工事へと円滑につながるよう、高品質な工事に
注力していく」と話す。

■工事場所：横浜市中区本牧ふ頭地先
■工　　期：年２月日～年８月日

コンテナターミナルを供用しながらの施工 陸上地盤改良工　施工状況

　五洋建設・あおみ建設ＪＶが施工する「神戸港六
甲アイランド地区岸壁（―ｍ）等耐震改良工事」。
近畿地方整備局がコンテナターミナルの高規格化を
進めるＲＣ６・７岸壁（神戸市東灘区）の背後荷さ
ばき地で、耐震性を強化するための陸上地盤改良、
土工、舗装などを実施している。ターミナル機能を
維持しながらの工事となるため、道永一憲所長は港
湾ユーザーの荷役作業に配慮し、影響が最小限とな
るように詳細の施工計画を立案。本工事は工区が複
数箇所であるため、港湾ユーザーと綿密に調整を重
ね、段階的にコンテナ蔵置場内で施工を実施、施工
を終えた工区から港湾ユーザーに順次引き渡し工事
を進めている。年１月からは最終となる工区で
サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工法による
液状化対策を実施する。
　安全対策では工区に囲いを設置し交通誘導員・先
導車が誘導を行うなど、荷役車両の通行を最優先に
安全第一を徹底。月末現在、無事故・無災害を継

続中だ。
　工事を安全かつ円滑に進めるためにも経験豊富な
協力会社の存在は大きい。全工期にわたり構造物撤
去工や土工など多くの工種を手掛ける共栄土木の植
野美吉職長は「立ち会いの日程調整や日々の現場報
告などで綿密に打ち合わせを行い、各担当者の状況
を踏まえながら意見を出し合うことが安全な作業に
つながる」と強調する。業界の将来を担う若者に、
植野職長は「自分が施工を手掛けた施設や構造物が
完成を迎えた時の達成感は大きい。地図などに形と
して残せる、やりがいのある仕事」とＰＲ。道永所
長は「大きなプロジェクトが長い年月をかけて形に
現れ、完成していく過程に土木の魅力がある」と語
った。
　竣工に向かって道永所長は「関係者全員の意識を
一つにして最後まで安全第一で、より良い施設を提
供できるよう努めたい」と抱負を述べた。

■工事場所：神戸市東灘区向洋町東地先
■工　　期：年２月１日～年３月日

左から
監理技術者・堀江駿太氏、
職長・植野美吉氏、
所長・道永一憲氏

基礎捨石本均し状況 ケーソン据付状況

左から
主任技術者・根岸克己氏
主任技術者／工事課長・愛野克明氏
現場代理人／所長・山口弘義氏
監理技術者・櫃田晃成氏

　小名浜港は、福島県いわき市の沿岸南部に位置し、
県内最大の港で重要港湾に指定されている。東北地
方の物流・輸入供給・観光・水産業の拠点で、産業
活動を支える基盤ともなっている。同港には、沖防
波堤（，ｍ）と第二沖防波堤（ｍ）の二つの
沖防波堤が計画されており、第二沖防波堤を東洋・
本間ＪＶが施工している。
　第二沖防波堤は、荒天時での避泊水域の確保を図
るとともに、港内の静穏度を高め、安定した荷役作
業と航行船舶の安全確保が工事の目的。現場を取り
仕切る東洋・本間ＪＶの山口弘義所長（現場代理人）
は、「気象・海象状況が厳しく、安全面、作業工程
に日々苦慮している」と話す。そのうえで施工に当
たっては、「協力会社との打合せや、施工中の声掛
けなど、安全意識の高揚を図り、無事故・無災害で、
高品質な成果品を提供することをポイントにしてい
る」と語る。
　山口所長は「自然相手なので大変だが、自分が携
わっている工事が地域住民の生活や安全・安心に役

立っているという責任感と充実感、また、みんなで
協力してモノを造り上げていく時の一体感は何とも
言えない」と語り、ものづくりの魅力を、将来を担
う若者にも感じてほしいと期待する。
　基礎工・本体工に携わる小名浜船舶鉱業の愛野克
明職長は、「作業前に気象状況を判断し、係留方法
をガット船の担当者と協議して、事故防止に万全を
期している」と安全第一で工事に当たっていること
を強調する。工程管理に当たっては、「ケーソン据
付で資機材の搬入などに遅れが生じないよう、協力
会社と連絡を密に取り、作業手順の周知徹底に努め
ている」という。
　愛野職長は「海洋土木は気象条件に左右され、予
定通りに進まないこともあるが、安全対策と工程管
理に重点を置き、竣工に向けて頑張りたい。若者た
ちにも自然相手に構造物を造り上げた時の達成感を
実感してほしい」と話している。

■工事場所：福島県いわき市小名浜港港内
■工　　期：年６月日～年３月日

博多港（データ元：国土地理院）

国土交通省所管の主要工事から
マリコンと専門工事業者の取り組み

物流機能高度化、
国際競争力強化、
防災力向上へ
各地で進む港湾施設整備



　港湾特集
福山港箕沖地区岸壁（－ｍ）築造工事

五洋・みらいＪＶ

令和３年度鹿児島港（谷山二区）係留施設築造工事
五洋・大本ＪＶ

令和２年度北九州港（響灘東地区）岸壁（－ｍ）築造工事
東洋・大本ＪＶ

大阪港北港南地区航路・泊地（―ｍ）等浚渫工事
東洋・みらいＪＶ

（１３） （第３種郵便物認可）２０２１年　（令和３年）　１２月２４日　（金曜日）
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　洋上風力発電基地を整備するために、洋上風車部
材の搬入や組み立て、積み出しを行うことができる
岸壁を整備するのが事業の目的。今回の工事では、
既存護岸を撤去し、新たに整備する岸壁の基礎とな
る鋼管矢板の打設までを行う。
　既設護岸の土砂・雑石とケーソンの撤去はグラブ
浚渫船を利用する。その後に油圧式スパッド台船と
呼ぶ作業船で鋼管矢板の打設を行う。工事に使用す
る船舶は３～４隻だが、隣接工区や洋上風力発電の
関係者を含めて作業船が８隻ほど稼働し、ＬＮＧ船
なども航行する中で「綿密な調整を行いながら工事
を進めている」と若松泰昌現場代理人は話す。
　主に構造物撤去を担当する協力会社、白海の財津
三法職長も「工程に影響を与えることのないよう、
作業船の物資の調達と作業員を配置して安全第一の

工事遂行」に心掛けているという。
　大学時代に行ったダム現場の見学で「職人の熱気
や作業のスケール感に魅了されて建設業界を目指し
た」と若松現場代理人。海に囲まれて育ち、マリン
スポーツ好きだったこともあり、「海を舞台にした
ものづくり」を行いたいと就職先を選んだ。港湾工
事は「なんと言ってもスケールの大きさが魅力」と
話す。
　財津職長は「作業船を使って仕事のできる港湾工
事に魅力を感じた」という。島国である日本の物資
の輸入、輸出の９割に貨物船などが使われることも
あり、「港湾事業が衰退する可能性は低い」とこれか
らも重要なインフラ整備にまい進していく考えだ。
　「港湾事業に目を向けてほしい」。海を舞台に活
躍する若松現場代理人、財津職長はそう口をそろえ、
陸上では経験できないやりがいのある仕事に若者た
ちが興味を抱くことに期待を寄せている。

■工事場所：北九州市若松区響灘地先
■工　　期：年３月２日～年６月日

左から
現場代理人・若松泰昌氏
職長・財津三法氏
監理技術者・磯部昌吾氏

現地で進む作業の様子

　戦略的海上保安体制の構築に対応するため、ヘリ
コプター搭載型巡視船の係留施設を築造するのが工
事の目的。年４月の供用開始に向けて、隣接す
る工区でも作業が続いている。工程上の制約も多い
厳しい条件の中で、相互に連携しながら工期内の完
成を目指して工事が進められている。
　陸上で製作するケーソンは、大型起重機船で海上
につり下ろした後、無人化システムを使用した据付
作業が行われている。遠隔操作で所定位置に据え付
ける方法を採用することによって「作業員がケーソ
ンの上に搭乗することなく安全に作業できている」
と話すのは現場作業を指揮する監理技術者の宇都和
等氏。
　宇都氏の下で本体工、上部工、付属工など全般に
わたる施工を担う協力会社・南栄建設工業の安田慎
哉職長は工事の進捗（しんちょく）に伴って各種作
業の混在が予想されることから「いかに効率よく行

えるか」を常に考えながら取り組んでいる。
　気の抜けない作業が連続する中でも宇都氏は、品
質と出来形で発注者が満足する構造物を納められる
ように、「明るく風通しの良い現場で、無事故無災
害での完成に尽力していきたい」と気を引き締める。
宇都氏の気持ちに応えられるよう、安田職長も「美
観にも優れた施工を行っていきたい」と力を込める。
　同じ会社に所属していた父の影響で小さいころか
ら港湾工事に感心があったという宇都氏。魅力の一
つは「現場で働く人たちみんなが協力して造り上げ
ること」という。多くの困難を乗り越えて一般の人
たちに利用されるのを見た時に得られる「自信と特
別感」を、将来業界を担う若者たちにも感じてほし
いと思っている。

■工事場所：鹿児島市七ツ島２丁目地先
■工　　期：年４月日～年２月日

左から
主任技術者・脇本哲夫氏
職長・安田真哉氏
監理技術者・宇都和等氏

上空から見た施工状況 バックホウ台船で河床掘削

左から
現場代理人・山本貴志氏
担当技術者・鈴木省吾氏
職長・引地豪氏

　近畿地方整備局が発注した「大阪港北港南地区航
路・泊地（―ｍ）等浚渫工事」では、コンテナ船
の大型化に対応するための航路・泊地浚渫と合わせ
て、兵庫県の武庫川河口部の洪水対策として河川浚
渫を実施。２カ所で発生する浚渫土砂は、阪南港で
青潮発生の一因となる海底くぼ地に投入し、海域環
境の改善に役立てている。施工を東洋建設・みらい
建設工業ＪＶの森川敏行所長が指揮する。全体の進
捗（しんちょく）率は月下旬現在で約％。
　武庫川現場では、河川に架かる阪神高速５号湾岸
線から上流方向の延長約ｍにかけて、台船を用
いてバックホウによる浚渫を実施。水深約３ｍの河
床掘削を行う。ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、
バックホウのオペレーターがモニターで掘削状況を
確認することで施工の省力化および見える化を図
る。
　武庫川では森川所長の指揮の下、若手技術者と協
力会社職長間で連携を密に工事を進めている。安全

対策では作業船の近くに安全監視船を配置、他船舶
が付近を航行する際に指示を出す。掘削を手掛ける
トマックの引地豪職長は「この武庫川だけで大小
隻の工事船舶が稼働するため相互連携が重要にな
る。特に阪神高速の橋脚に接触しないよう注意を心
掛けている」と話す。
　将来の業界を担う若手に向けて、担当技術者の鈴
木省吾さんは「大規模プロジェクトに携わりたくて
マリコンを志した。地図上に実績を残せる仕事で、
やりがいを感じている」とＰＲする。引地職長は
「自分の手を動かして汗をかいた分だけ、工事が完
成に近づいていく喜びがある」と強調する。
　竣工に向かって山本貴志現場代理人は「気象・海
象要件に左右される現場だが、全員で連携を図り無
理なく工期内に完成できるよう努めたい」と抱負を
述べた。

■工事場所：大阪市此花区夢洲東１地先
■工　　期：年５月日～年３月日

所長
福本　臣起氏

職長
大和田　洋一氏

職長
幡手　竜介氏

鋼管杭打設 ジャケット据え付け

　広島県東部の国際物流拠点である福山港国際コン
テナターミナルは、近年、鉄鋼業や造船業などの国
際競争力強化に向けて、大型貨物船の着岸や貨物量
の増加に対応できるよう、岸壁延伸や埠頭用地拡大
などの整備が進む。同工事では、供用中の国際コン
テナターミナル（現在ｍ）をｍ延伸するため、
本体工（ジャケット式）と付属工を施工した。
　ジャケットの施工は、仮受杭方式（本設杭使用）
を採用した。先行して４隅に打設した杭に、鋼管で
組み立てた立体トラス構造物の脚（レグ）を挿入。
その後、残りの杭を打設し、杭とレグを溶接してグ
ラウトで一体化させ、ジャケット式桟橋を完成させ
た。
　全長ｍの杭を打設する大型杭打船や、重量
ｔのジャケットを据え付ける大型起重機船を使用す
るスケールの大きい工事であるうえ、供用中の国際
コンテナターミナルには大型船舶が頻繁に離着岸す
るため、施工に当たっては、港運事業者と連絡調整
を密に行い、航行や荷役作業への影響を低減させた。

ジャケットの製作が工場で半年かかった一方、現地
での作業はわずか３カ月の急速施工だったが、「協
力会社の方々と綿密な打ち合わせを行うことで信頼
関係を築き、難易度の高い工事を無事故無災害で終
えることができた」と五洋・みらいＪＶの福本臣起
所長は工事を振り返った。
　鋼管杭の打設を担当したティー・シージャパンの
幡手竜介職長は「元請けとのダブルチェック体制を
構築するとともに、海洋汚染対策として機械点検な
どにも留意し、トラブル無く完工できた」と述べた。
ジャケットの据え付けを担当した深田サルベージ建
設の大和田洋一職長は「海上での施工となるため、
製品の揺れ止めに専用ピースを取り付けるなど万全
を期し、イメージ通りに作業を終えられた」と語っ
た。

■工事場所：広島県福山市箕沖町地先
■工　　期：年７月９日～年８月日


