


 

 

 

 

 

はじめに 
 

現在、我が国における下水道整備は急速に進められており、平成27年度末にお

ける普及率は77.6％となっています。面整備がますます増えるなかで、狭小道路

での施工や浅埋設、深埋設など過酷な条件が増加し、よりスピーディで簡単、確

実な施工、さらにコスト縮減が強く求められています。 

そして「資源の有効な利用の促進に関する法律（改正リサイクル法）」が平成13

年4月1日から施行され、将来的に環境負荷を低減するために下水道分野において

も、廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品などの再利用（リユース）、原材料と

しての再利用（リサイクル）の3Ｒを考慮することも求められるようになりました。 

プラスチックリブパイプは、耐食性、水理性に優れた硬質塩化ビニル管の特性

を持ち、かつ外周にリブ構造を設けることにより軽量で偏平剛性が大きく、施工

性に優れ、砕石基礎、簡易基礎にも適用が可能。また、下水道用硬質塩化ビニル

管（JSWAS K－1）と比較して約2/3の質量と非常に軽量なため、将来にわたって

廃棄物の発生抑制（リデュース）効果が期待でき、さらに回収・再利用について

リサイクルシステムも構築されており、性能、施工性、経済性だけでなく、環境

対策にまで配慮した管材です。 

当協会はプラスチックリブパイプ研究会として発足し、プラスチックリブパイ

プの研究・改良に努めてきました。そして平成元年プラスチックリブパイプ協会

を設立し、さらなる改良と普及促進活動の結果、平成7年1月には社団法人日本下

水道協会殿よりⅡ類適用資器材に認定、団体規格としての登録をはじめ、平成11

年4月には同協会規格『下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（JSWAS K－13）』が制

定されました。そして平成15年2月のJSWAS K-13改正（呼び径400、450及び品種

構成の見直し）を受け、本ガイドブックを改訂。さらに平成16年4月及び平成26

年8月のプラスチックリブパイプ協会規格（PRP-11、PRP-12）の改正に伴い、見

直しを図りました。平成21年3月には、日本下水道協会規格『下水道用硬質塩化

ビニル製リブ付小型マンホール（JSWAS K－17）』が、プラスチックリブパイプ

に接続する小型マンホールの規格として制定されました。 

経済性・施工性・環境負荷とあらゆる側面に配慮したプラスチックリブパイプ

は採用実績も平成 23年度末時点で採用実績累計 19,810kmと急速に伸びており、

下水道の今後を担う最適管材です。 

本ガイドブックは、配管設計及び施工に携わる皆様の便に供することを目的に

作成致しました。このガイドブックをご活用いただき、プラスチックリブパイプ

の特長を活かした正しい配管設計及び施工の一助になれば幸甚に存じます。 
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 （1） 

１．リブパイプの特長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 剛 性 
 
リブ構造の採用により、偏平剛性のアップと 

管の厚さを薄くしての軽量化を同時に達成。また、 

この特長を活かし、深埋設、浅埋設、車道下埋設など 

幅広い現場で使用することができる。 
 
＜ 砕石基礎が使用可能 ＞  

砂基礎はもちろん砕石基礎も使用可能で、コスト縮減に貢献。また、 

砕石基礎は地震時に発生する液状化現象による管の浮き上がり防止に役立つ。 
 

＜ 多くの基礎材に適用 ＞  

基礎材として再生砕石、再生砂及び改良土を用いることができる。 
 
＜ 簡易基礎 ＞  

高い偏平強度を活かし施工支承角180°（有効支承角90°）による基礎条件が可能。 

 

超 軽 量 
 
リブ構造による偏平剛性のアップにより管の厚さを増やすことなく、質量を軽量化。運搬・取扱いが

容易に行え、施工面においては面取り不要、切断が容易など優れた施工性を発揮。さらに環境面にお

いては廃棄物を抑制（リデュース）する効果があり、将来的な環境負荷を低減することもできる。 

 

塩ビ管(JSWAS K-1)の優れた性能を踏襲 
 
リブパイプは硬質塩化ビニル製のため、以下に示す塩ビ管(JSWAS K-1)の優れた性能も有している。

そのため維持管理面においても永年安心して使用できる管材である。 
 
＜ 高い水密性 ＞  

特殊形状のゴム輪接合方式によって優れた水密性を発揮。漏水や地下水などの不明水浸入を防止する。 
 
＜ 優れた水理性 ＞  

リブパイプの内面はなめらかで摩擦係数が少なく、汚水の流れがスムーズ。流量の経年変化も少

なく管きょの維持管理も容易。 
 
＜ 抜群の耐食性 ＞  

硬質塩化ビニル製のため広い範囲の耐食性を持っており、酸性土壌や下水中の酸やアルカリに腐

食されることなく、抜群の耐食性を発揮する。 
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呼び径 
ｼｰﾙ部外径 

DS 

厚 さ 

t 

外 径 

D 

(標準値) 

リブ外径

DR 

(標準値) 

リブ高さ

HR 

(標準値) 

リブ間隔 

P 

リブ幅 

ES 

(標準値) 

近似内径 

d  

(参考) 

受口部 1m 当りの

質量(㎏) 

(参考) 

受口外径 

Ｄ０（参考） 

受口内径 

d1 (最小) 

平行部長さ 

l0 (最小) 

受口長さ 

l (参考) 

150 157.5±0.6 2.4 
＋0.8 

－0 155.5 171.0  7.7 19.1±0.6 3.1 150 193 171.7  90 100 3.000 

200 207.7±0.7 2.4 
＋0.8 

－0 205.5 228.8 11.6 25.4±0.8 3.6 200 259 229.7 100 115 4.350 

250 258.5±0.9 2.7 
＋0.8 

－0 256.1 286.2 15.0 30.5±0.9 4.4 250 324 287.3 115 140 6.380 

300 309.7±1.0 3.0 
＋1.2 

－0 307.1 343.6 18.2 38.1±1.1 5.4 300 389 344.9 135 170 9.020 

350 360.2±1.1 3.1 
＋1.2 

－0 357.4 400.6 21.6 38.1±1.1 5.9 350 453 402.1 135 170 12.030 

400 411.0±1.3 3.3 
＋1.4 

－0 407.6 448.4 20.4 38.1±1.1 5.8 400 499 450.2 135 170 13.860 

450 461.8±1.4 3.5 
＋1.4 

－0 457.8 502.0 22.1 38.1±1.1 6.8 450 557 504.0 135 170 17.360 

 

 

 

図 2－1 直管部共通寸法 

 

２．リブパイプの基本寸法 

 

単位：㎜  

 

注  標線位置は呼び径 150の場合は管端より第 6番目と第 7番目のリブの間、呼び径 200以上は第 5番目と第 6番目の

リブの間とする。 
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図 3－1 流水断面 
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３.リブパイプの設計 
 

３.１ 管径の決定 

 3.1.1 水理公式 

  流速及び流量の計算には、一般的にマニング式、又はクッター式を用いる。 

 

 (1) マニング式 
 
 

 

 

 

   ここに、 

              Ｑ ：流量 (m3/s)                        

              Ｖ ：流速 (m/s) 

              Ａ ：流水の断面積（m2） 
                     
 
 
 
 

                    θ ：中心角(rad) 

                      ｄ ：内径(m) 

               ｎ  ：粗度係数(＝ 0.010) 

              Ｒ  ：径深(m)( ＝ Ａ / Ｐ ) 

              Ｐ  ：流水の潤辺長(m) 
                     
 
 
 
 

               I ：こう配（分数又は小数） 

 

 (2) クッター式 

 
                
                                

 

 

 

 

   ここに、 

 

               N ： 

 
 

               d ： 

V・AQ Ｑ 

V・AQ Ｑ 

ｄ)
00155.0

23(1

00155.01
23






R

RN
IR

R

n

I

InV
･

＝･･
d n

n

I
In

 　)
00155.01

23(
n

n
I

 )
00155.0

23( n



 

 (4) 

図 3－3 リブパイプの流量線図（満流時） 
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3.1.2 水理特性曲線 

  マニング式を用いて求めた満管流時に対する流速比及び流量比を図 3－2に示す。 

  ただし、満管流時においては、 

 

Ａfull＝      , Ｐ full＝    , Ｒ full＝  , ｈ full ＝ 

                   

 

 

 

  

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                     図 3－2 マニング式による水理特性曲線 

 

3.1.3 マニング式による満管流時の流速及び流量 

  マニング式による各こう配の満管流時の流量線図を図 3－3 及び表 3－1に示す。 
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表 3－1 流速及び流量 
呼び径 150 200 250 300 350 400 450 
Ａ (m 2) 0 . 017671 0 . 03142 0 . 04909 0 . 07069 0 . 09621 0 . 12566 0 . 15904 
Ｐ (m) 0 . 471239 0 . 62832 0 . 78540 0 . 94248 1 . 09956 1 . 25664 1 . 41372 
Ｒ (m) 0 . 037500 0 . 05000 0 . 06250 0 . 07500 0 . 08750 0 . 10000 0 . 11250 
I (‰) Ｖ

(m/s) 
Ｑ

(m 3/s) 
Ｖ

(m/s) 
Ｑ

(m 3/s) 
Ｖ

(m/s) 
Ｑ

(m 3/s) 
Ｖ

(m/s) 
Ｑ

(m 3/s) 
Ｖ

(m/s) 
Ｑ

(m 3/s) 
Ｖ

(m/s) 
Ｑ

(m 3/s) 
Ｖ

(m/s) 
Ｑ

(m 3/s) 
0 . 6 0 . 274 0 . 005 0 . 332 0 . 010 0 . 386 0 . 019 0 . 436 0 . 031 0 . 483 0 . 046 0 . 528 0 . 066 0 . 571 0 . 091 
0 . 7 0 . 296 0 . 005 0 . 359 0 . 011 0 . 417 0 . 020 0 . 471 0 . 033 0 . 521 0 . 050 0 . 570 0 . 072 0 . 617 0 . 098 
0 . 8 0 . 317 0 . 006 0 . 384 0 . 012 0 . 445 0 . 022 0 . 503 0 . 036 0 . 557 0 . 054 0 . 609 0 . 077 0 . 659 0 . 105 
0 . 9 0 . 336 0 . 006 0 . 407 0 . 013 0 . 472 0 . 023 0 . 534 0 . 038 0 . 591 0 . 057 0 . 646 0 . 081 0 . 699 0 . 111 
1 . 0 0 . 354 0 . 006 0 . 429 0 . 013 0 . 498 0 . 024 0 . 562 0 . 040 0 . 623 0 . 060 0 . 681 0 . 086 0 . 737 0 . 117 
1 . 2 0 . 388 0 . 007 0 . 470 0 . 015 0 . 546 0 . 027 0 . 616 0 . 044 0 . 683 0 . 066 0 . 746 0 . 094 0 . 807 0 . 128 
1 . 4 0 . 419 0 . 007 0 . 508 0 . 016 0 . 589 0 . 029 0 . 665 0 . 047 0 . 737 0 . 071 0 . 806 0 . 101 0 . 872 0 . 139 
1 . 6 0 . 448 0 . 008 0 . 543 0 . 017 0 . 630 0 . 031 0 . 711 0 . 050 0 . 788 0 . 076 0 . 862 0 . 108 0 . 932 0 . 148 
1 . 8 0 . 475 0 . 008 0 . 576 0 . 018 0 . 668 0 . 033 0 . 755 0 . 053 0 . 836 0 . 080 0 . 914 0 . 115 0 . 989 0 . 157 
2 . 0 0 . 501 0 . 009 0 . 607 0 . 019 0 . 704 0 . 035 0 . 795 0 . 056 0 . 881 0 . 085 0 . 963 0 . 121 1 . 042 0 . 166 
2 . 2 0 . 525 0 . 009 0 . 637 0 . 020 0 . 739 0 . 036 0 . 834 0 . 059 0 . 924 0 . 089 1 . 011 0 . 127 1 . 093 0 . 174 
2 . 4 0 . 549 0 . 010 0 . 665 0 . 021 0 . 772 0 . 038 0 . 871 0 . 062 0 . 966 0 . 093 1 . 055 0 . 133 1 . 142 0 . 182 
2 . 6 0 . 571 0 . 010 0 . 692 0 . 022 0 . 803 0 . 039 0 . 907 0 . 064 1 . 005 0 . 097 1 . 099 0 . 138 1 . 188 0 . 189 
2 . 8 0 . 593 0 . 010 0 . 718 0 . 023 0 . 833 0 . 041 0 . 941 0 . 067 1 . 043 0 . 100 1 . 140 0 . 143 1 . 233 0 . 196 
3 . 0 0 . 614 0 . 011 0 . 743 0 . 023 0 . 863 0 . 042 0 . 974 0 . 069 1 . 080 0 . 104 1 . 180 0 . 148 1 . 276 0 . 203 
3 . 2 0 . 634 0 . 011 0 . 768 0 . 024 0 . 891 0 . 044 1 . 006 0 . 071 1 . 115 0 . 107 1 . 219 0 . 153 1 . 318 0 . 210 
3 . 4 0 . 653 0 . 012 0 . 791 0 . 025 0 . 918 0 . 045 1 . 037 0 . 073 1 . 149 0 . 111 1 . 256 0 . 158 1 . 359 0 . 216 
3 . 6 0 . 672 0 . 012 0 . 814 0 . 026 0 . 945 0 . 046 1 . 067 0 . 075 1 . 183 0 . 114 1 . 2 93 0 . 162 1 . 398 0 . 222 
3 . 8 0 . 691 0 . 012 0 . 837 0 . 026 0 . 971 0 . 048 1 . 096 0 . 077 1 . 215 0 . 117 1 . 328 0 . 167 1 . 437 0 . 229 
4 . 0 0 . 709 0 . 013 0 . 858 0 . 027 0 . 996 0 . 049 1 . 125 0 . 080 1 . 247 0 . 120 1 . 363 0 . 171 1 . 474 0 . 234 
4 . 2 0 . 726 0 . 013 0 . 880 0 . 028 1 . 021 0 . 050 1 . 153 0 . 082 1 . 277 0 . 123 1 . 396 0 . 175 1 . 510 0 . 240 
4 . 4 0 . 743 0 . 013 0 . 900 0 . 028 1 . 045 0 . 051 1 . 180 0 . 083 1 . 307 0 . 126 1 . 429 0 . 180 1 . 546 0 . 246 
4 . 6 0 . 760 0 . 013 0 . 920 0 . 029 1 . 068 0 . 052 1 . 206 0 . 085 1 . 337 0 . 129 1 . 461 0 . 184 1 . 581 0 . 251 
4 . 8 0 . 776 0 . 014 0 . 940 0 . 030 1 . 091 0 . 054 1 . 232 0 . 087 1 . 365 0 . 131 1 . 493 0 . 188 1 . 615 0 . 257 
5 . 0 0 . 792 0 . 014 0 . 960 0 . 030 1 . 114 0 . 055 1 . 258 0 . 089 1 . 394 0 . 134 1 . 523 0 . 191 1 . 648 0 . 262 
6 . 0 0 . 868 0 . 015 1 . 051 0 . 033 1 . 220 0 . 060 1 . 378 0 . 097 1 . 527 0 . 147 1 . 669 0 . 210 1 . 805 0 . 287 
7 . 0 0 . 937 0 . 017 1 . 136 0 . 036 1 . 318 0 . 065 1 . 488 0 . 105 1 . 649 0 . 159 1 . 803 0 . 227 1 . 950 0 . 310 
8 . 0 1 . 002 0 . 018 1 . 214 0 . 038 1 . 409 0 . 069 1 . 591 0 . 112 1 . 763 0 . 170 1 . 927 0 . 242 2 . 084 0 . 331 
9 . 0 1 . 063 0 . 019 1 . 288 0 . 040 1 . 494 0 . 073 1 . 687 0 . 119 1 . 870 0 . 180 2 . 044 0 . 257 2 . 211 0 . 352 

1 0 . 0 1 . 120 0 . 020 1 . 357 0 . 043 1 . 575 0 . 077 1 . 778 0 . 126 1 . 971 0 . 190 2 . 154 0 . 271 2 . 330 0 . 371 
1 1 . 0 1 . 175 0 . 021 1 . 423 0 . 045 1 . 652 0 . 081 1 . 865 0 . 132 2 . 067 0 . 199 2 . 260 0 . 284 2 . 444 0 . 389 
1 2 . 0 1 . 227 0 . 022 1 . 487 0 . 047 1 . 725 0 . 085 1 . 948 0 . 138 2 . 159 0 . 208 2 . 360 0 . 297 2 . 553 0 . 406 
1 3 . 0 1 . 277 0 . 023 1 . 547 0 . 049 1 . 796 0 . 088 2 . 028 0 . 143 2 . 247 0 . 216 2 . 456 0 . 309 2 . 657 0 . 423 
1 4 . 0 1 . 326 0 . 023 1 . 606 0 . 050 1 . 863 0 . 091 2 . 104 0 . 149 2 . 332 0 . 224 2 . 549 0 . 320 2 . 757 0 . 438 
1 5 . 0 1 . 372 0 . 024 1 . 662 0 . 052 1 . 929 0 . 095 2 . 178 0 . 154 2 . 414 0 . 232 2 . 639 0 . 332 2 . 854 0 . 454 
1 6 . 0 1 . 417 0 . 025 1 . 717 0 . 054 1 . 992 0 . 098 2 . 250 0 . 159 2 . 493 0 . 240 2 . 725 0 . 342 2 . 948 0 . 469 
1 7 . 0 1 . 461 0 . 026 1 . 770 0 . 056 2 . 053 0 . 101 2 . 319 0 . 164 2 . 570 0 . 247 2 . 809 0 . 353 3 . 038 0 . 483 
1 8 . 0 1 . 503 0 . 027 1 . 821 0 . 057 2 . 113 0 . 104 2 . 386 0 . 169 2 . 644 0 . 254 2 . 890 0 . 363 3 . 127 0 . 497 
1 9 . 0 1 . 544 0 . 027 1 . 871 0 . 059 2 . 171 0 . 107 2 . 451 0 . 173 2 . 717 0 . 261 2 . 970 0 . 373 3 . 212 0 . 511 
2 0 . 0 1 . 584 0 . 028 1 . 919 0 . 060 2 . 227 0 . 109 2 . 515 0 . 178 2 . 787 0 . 268 3 . 047 0 . 383 3 . 296 0 . 524 
3 0 . 0 1 . 941 0 . 034 2 . 351 0 . 074 2 . 728 0 . 134 3 . 080 0 . 218 3 . 414 0 . 328 3 . 732 0 . 469 4 . 036 0 . 642 
4 0 . 0 2 . 241 0 . 040 2 . 714 0 . 085 3 . 150 0 . 155 3 . 557 0 . 251 3 . 942 0 . 379 4 . 309 0 . 541 4 . 661 0 . 741 
5 0 . 0 2 . 505 0 . 044 3 . 035 0 . 095 3 . 522 0 . 173 3 . 977 0 . 281 4 . 407 0 . 424 4 . 817 0 . 605 5 . 211 0 . 829 
6 0 . 0 2 . 744 0 . 048 3 . 324 0 . 104 3 . 858 0 . 189 4 . 356 0 . 308 4 . 828 0 . 465 5 . 277 0 . 663 5 . 708 0 . 908 
7 0 . 0 2 . 964 0 . 052 3 . 591 0 . 113 4 . 167 0 . 205 4 . 705 0 . 333 5 . 215 0 . 502 5 . 700 0 . 716 6 . 166 0 . 981 
8 0 . 0 3 . 169 0 . 056 3 . 839 0 . 121 4 . 454 0 . 219 5 . 030 0 . 356 5 . 575 0 . 536 6 . 094 0 . 766 6 . 591 1 . 048 
注 太線は、汚水流速設定範囲 0.6～3.0m/s を示す。 
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３.２ 管の設計 
 地中に埋設するリブパイプの設計計算は、計画する埋設深さ及び活荷重により埋設管に作用す

る荷重と基礎構造によって、管体に発生する最大曲げ応力及びたわみ率を計算し、そのいずれも

が許容値を満足することを確認する手法により行う。 

 

 3.2.1 設計の手順 

  リブパイプの設計は、図 3－4の手順で行う。 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             図 3－4 設計の手順 

 

 3.2.2 埋設管に加わる荷重 

  埋設管に加わる荷重は、埋戻し土による荷重及び活荷重による荷重とする。 
 
 (1) 荷重による土圧分布 

   リブパイプの円周方向設計計算（曲げモーメント及びたわみ計算）に用いる鉛直土圧と水  

平土圧の分布は、図 3－5とする。 

   埋戻し土による土圧分布は、管上土圧と底面反力が等分布の鉛直土圧として上下に作用す  

るものとし、管のたわみによって生じる反力が二等辺三角形の水平土圧として左右に作用す  

るものと想定する。また、活荷重による土圧分布は管上土圧と底面反力が上下とも等しい等  

分布の鉛直土圧として作用するものとし、管のたわみによって生じる反力が直角三角形の水  

平土圧として左右に作用するものと想定する。 

 

   呼び径、土かぶりＨ 

   活荷重、土の単位体積質量γ 

   基礎構造 

設計条件の決定 

 

   埋 戻 し 土 に よ る 鉛 直 土 圧ｑｄ  

   活 荷 重 に よ る 鉛 直 荷 重  ｑℓ   

荷 重 計 算 

 

   管頂部曲げモーメント 

   管底部曲げモーメント 

 た わ み 量                  た わ み 率Ｖ 

強 度 計 算 

最大曲げ応力σmax  

 

   許容曲げ応力σa及び許容たわみ率 Va を上回ら 

   ないことを確認する。  

安全性の確認  
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       （a）埋戻し土による土圧分布             （b）活荷重による土圧分布 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注  ｑｄ：単位面積当りの埋戻し土による鉛直土圧 

           ｑℓ：単位面積当りの活荷重による鉛直荷重 
2α：有効支承角 

図 3－5 土圧分布状態 
 
 (2) 埋戻し土による鉛直土圧 

   可とう性管は上部土圧により管側部の埋戻し土と管が一様に変形するため、管に加わる荷  

重は管幅のみの土圧とし、埋戻し土による鉛直土圧は式(3・3)により求める。 

   その結果の一部を表 3－2に示す。 
 

                 ｑｄ  ＝γ・Ｈ       ……………………………………………… (3・3) 

   ここに、 

       ｑｄ  ：埋戻し土による鉛直土圧（kN/m2）           

       γ ：埋戻し土の単位体積重量（通常、18kN/m3） 

        Ｈ ：土かぶり（m） 

 

 

 

 

 

図 3－6 土かぶりの位置 
 
           

表 3－2 埋戻し土による鉛直土圧 

土かぶり  （m） 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0      

 
鉛直土圧（kN/m2) 9.0 18.0 27.0 36.0 45.0 54.0 63.0 72.0 

土かぶり    （m） 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

鉛直土圧（kN/m2) 81.0 90.0 99.0 108.0 117.0 126.0 135.0 144.0 

        注 γ＝18 kN/m3 
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……………………………………………………  (3・4) 

 
(3) 活荷重による鉛直土圧 

   活荷重は、図 3－7 のように分散するものとし、活荷重による鉛直荷重は式(3・4)より求める。  

ここでは、道路橋示方書・同解説に定められた T－25の後輪荷重を用いる。 

   その結果の一部を表 3－4に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3－7 活荷重の影響 
 

 

 
  
 

   ここに、 

ｑℓ 
Ｐ 

Ｈ 
í

β 

： 

： 

： 

： 

： 

 

活荷重による鉛直荷重（kN/m2） 

T－25の 1後輪荷重（100kN） 

土かぶり（m） 

衝撃係数（Ｈ によって表 3－3の値をとる） 

断面力の低減係数（0.9） 

 
 

表 3－3 衝撃係数 

土かぶり Ｈ Ｈ ＜1.5m 1.5m≦ Ｈ ＜6.5m 6.5m≦Ｈ 

衝撃係数  í 0.5 0.65－0.1Ｈ 0 
 

 

表 3－4 T－25の後輪荷重による鉛直土圧 

土かぶり     (m) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

鉛直荷重 (kN/m2) 81.8 44.6 30.7 22.6 17.6 14.3 11.8 10.0 

土かぶり     (m) 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

鉛直荷重 (kN/m2) 8.5 7.4 6.4 5.6 5.0 4.6 4.3 4.0 
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 3.2.3 強度計算 

(1) 曲げ応力の計算 

   埋戻し土と活荷重により発生する曲げ応力は、式(3・5)で求める。 

 

                     

                               

   
    

 

      ここに、 
             Ｍ  ：単位長さ当りの埋戻し土と活荷重による曲げモーメントの和（N・mm/mm） 

       ｋ1  ：埋戻し土による曲げモーメント係数（表 3－5による） 

       ｋ2  ：活荷重による曲げモーメント係数（表 3－5による） 

             ｑｄ   ：埋戻し土による鉛直土圧（MPa){＝N/mm2＝103 kN/m2 } 

             ｑℓ   ：活荷重による鉛直荷重 （MPa){＝N/mm2＝103 kN/m2 } 

              r'    ：管断面の中立軸までの半径（mm）（表 3－6による） 

             σ  ：埋戻し土と活荷重による曲げ応力（MPa){＝N/mm2} 

        Ｚ    ：単位長さ当りの断面係数（mm3/mm）（表 3－6による） 

 

(2) たわみ率の計算 

   図 3－5 の土圧分布で、埋戻し土と活荷重により発生する鉛直方向のたわみ量及びたわみ    

率は、式(3・6)及び式(3・7)で求める。  

 

 

    
  
 

 

           

                     

     ここに、 

          δ  ：埋戻し土と活荷重によるたわみ量の和（mm） 

        ｋ3  ：埋戻し土による鉛直方向のたわみ係数（表 3－5による） 

        ｋ4  ：活荷重による鉛直方向のたわみ係数（表 3－5による） 

          Ｅ  ：リブパイプの弾性係数（2 942MPa){2 942N/mm2} 

        Ｉ  ：単位長さ当りの断面 2次モーメント（mm4/mm）（表 3－6による） 

        Ｖ   ：たわみ率（％） 

 

Ｍ 

Ｍ ｑｄ 

ｑｄ 

ｑℓ 

ｑℓ 

Ｚ Ｚ 
σ 

ｑｄ ｑℓ 

Ｖ 
δ 

 

 δ 
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許容差 

2 
I 

r'‐管内半径 

 

 

表 3－5 基礎条件と係数の関係 

基 

礎 

条 

件 

施工 

支承角 

θ 

有効 

支承角 

2α 

管 

の 

位 

置 

曲げモーメント係数 たわみ係数 
基礎施工状態 基礎材料 

ｋ1 ｋ2 ｋ3 ｋ4 

A 90° 60° 

管 

頂 
0.132 0.079 

0.102 0.030 

 

砂 
管 

底 
0.223 0.011 

B 180° 90° 

管 

頂 
0.120 0.079 

0.085 0.030 

 

砂・砕石 
管 

底 
0.160 0.011 

C 360° 120° 

管 

頂 
0.107 0.079 

0.070 0.030 

 

砂・砕石 
管 

底 
0.121 0.011 

 

 

表 3－6 設計に用いる寸法諸元 

呼び径 
管断面の中立軸 

までの半径 
管長1mm当りの断面 

2 次モーメント 
管長1mm当りの 

断面係数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r'    （mm） I     （mm4 /mm） Z     （mm3 /mm） 
150  77.87  27.3  9.51 
200 103.75  63.0 16.94 

250 129.73 122.5 25.63 

300 155.69 211.9 36.60 

350 181.88 344.7 49.88 

400 204.77 301.6 63.21 

450 229.98 424.3 85.29 

 

 
 

注 1.  管断面の中立軸までの半径 r' 及び断面 2 次モーメントは、リブ断面の各部寸法の最小＋ 

から求め、性能規格値より定められたものである。  
    2.  断面係数は、Z 強度計算の対象となる管内面に対する値とし       である。        
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3.2.4 曲げ応力とたわみ率の許容値 

(1) 許容曲げ応力 

   許容曲げ応力（σa）は、17.7MPa{N/mm2} とする。これは、リブパイプの曲げ強さ 88.2MPa  

{N/mm2}を安全率 5 で除したものである。安全率を 5 としているのはリブパイプの安全率を諸  

外国では破壊強度に対して 4.0～5.0を考慮しているので、その安全側をとったものである。 

(2) 許容たわみ率 

   許容たわみ率（Va）は、4％とする。リブパイプの許容たわみ率については、偏平剛性が高

いことを考慮して定めた。 

 

3.2.5 最大曲げ応力とたわみ率の算定例 

  有効支承角（2α）120°の場合の算定例を表 3－7に示す。 

 

表 3－7 リブパイプの最大曲げ応力とたわみ率
 

                       

σm a x  ：最大曲げ応力（MPa){N/mm 2} 

Ｖ ：たわみ率（％）             

呼び径 150 200 250 300 350 400 450 

r'（㎜） 77.87 103.75 129.73 155.69 181.88 204.77 229.98 

土かぶり    σm a x V σm a x V σm a x V σm a x V σm a x V σm a x V σm a x V 

0.5 4.7 0.91 4.7 0.93 4.9 0.93 4.9 0.93 4.9 0.92 4.9 1.49 4.6 1.50 

1.0 3.5 0.76 3.5 0.78 3.6 0.79 3.6 0.79 3.6 0.77 3.6 1.26 3.4 1.27 

1.5 3.4 0.83 3.4 0.85 3.5 0.85 3.5 0.85 3.5 0.83 3.5 1.36 3.3 1.37 

2.0 3.6 0.94 3.6 0.96 3.7 0.97 3.7 0.97 3.7 0.95 3.7 1.55 3.5 1.56 

2.5 4.0 1.08 3.9 1.11 4.1 1.11 4.1 1.11 4.1 1.09 4.1 1.78 3.8 1.79 

3.0 4.4 1.24 4.4 1.27 4.5 1.27 4.6 1.27 4.6 1.25 4.6 2.04 4.3 2.05 

3.5 4.9 1.40 4.9 1.44 5.1 1.44 5.1 1.44 5.1 1.41 5.1 2.31 4.8 2.32 

4.0 5.6 1.57 5.6 1.61 5.8 1.62 5.8 1.62 5.9 1.58 5.9 2.58 5.5 2.60 

4.5 6.3 1.74 6.3 1.79 6.5 1.80 6.6 1.79 6.6 1.76 6.6 2.87 6.1 2.89 

5.0 7.0 1.92 7.0 1.96 7.2 1.98 7.3 1.97 7.3 1.93 7.3 3.16 6.8 3.18 

5.5 7.7 2.09 7.7 2.15 7.9 2.16 8.0 2.16 8.0 2.11 8.0 3.45 7.5 3.47 

6.0 8.4 2.27 8.3 2.33 8.6 2.34 8.7 2.34 8.7 2.29 8.7 3.74 8.1 3.77 

6.5 9.1 2.45 9.0 2.51 9.3 2.53 9.4 2.52 9.4 2.47 9.4 4.03 8.8 4.06 

7.0 9.8 2.63 9.7 2.70 10.0 2.71 10.1 2.71 10.1 2.66 10.1 4.33 9.5 4.36 

7.5 10.4 2.82 10.4 2.89 10.8 2.90 10.8 2.90 10.9 2.84 10.9 4.63 10.2 4.67 

8.0 11.1 3.00 11.1 3.07 11.5 3.09 11.6 3.09 11.6 3.03 11.6 4.94 10.8 4.97 

注  太線は、σm ax ,Ｖの許容値の範囲内を示す。 

  計算条件 (1) 活荷重：T－25の 1後輪荷重 100kN   

（2）土の単位体積重量：18kN/ m3 
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３.３ 基礎の設計 

3.3.1 基本的な考え方 
 

リブパイプは、SRA と同じ硬質塩化ビニル管の一種であり、埋設強度の検討は、一般の

とう性管に採用されている土圧分布に同じである。よって、基礎についても、適切な土圧

分布が得られるよう、SRAと同じように、十分に締め固めることが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－8 とう性管の土圧分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－9 とう性管の基礎構造図 

 
3.3.2 基礎材料 

 
リブパイプの基礎材料の選定ポイントは、「十分な締め固めができること」と共に、「最

大粒径」も選定のポイントとして重要である。 

リブパイプの場合、SRAと異なり、C-40（最大粒径：50㎜）相当の砕石による埋め戻し

ができ、資源循環型の再生砕石、再生砂、汚泥溶融スラグ、石炭灰(クリンカアッシュ)、

改良土なども基礎材料として使用することができるため、広い範囲から基礎材の選定を行

える。 

●基礎材料選定のポイント 

・十分な地耐力が得られるよう、締め固めが可能なこと 

・耐久性があること 

・ゴミや不純物（特に有機溶剤）をほとんど含まないこと 

・凍結しないこと 

・最大粒径が 50㎜以下であること 
 

対象となる材料が基礎材料として使用可能であるか否かについて、具体的な検討方法と

しては、「統一土質分類法」が考えられる。 

ただし、実採用に当たっての最終的な判断は、その都度、現場(役所)サイドでご判断い

ただくこととなります。 

基礎材料

管

基礎材料 
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3.3.3 基礎材料としての判定方法 
 

リブパイプの基礎材料として｢締め固まるかどうか｣｢十分な地耐力が得られるかどうか｣

を検討することで、使用の可否を判定（判断）することができる。 
 
【検討項目】 

（1）締め固まるかどうか（統一土質分類法） 

    統一土質分類法により，発生土の粒径加積曲線より次の指数を検討することで、締め固

めの可否を判断することができる。 

   １）粒径の分布が良いか 

粒度分布から計算される均等係数：Ucと曲率係数：Uc′から判断する。 

Uc=D60/D10、     Uc＜4～5：不良、Uc＞10：良好 

     Uc’=D30
2/(D60×D10) Uc′=1～3：良好 

＊Dｘ：通過重量百分率=ｘ％の粒径 

   ２）細粒分が少ないか 

粒径が 0.074 ㎜ 以下である細粒分（シルト、粘土）の含有率が大きいと転圧時に、

基礎材を締め固めることができない可能性がある。よって、一般的に含有率は、5％

未満が良好な状態であると言われている。 

   ３）良好な締固めが得られる含水比の範囲 

砂中の水分量（含水比）によって、締め固めた際の密度が異なる。含水比が変化した

場合に密度が急激に変化するような材料では、含水比によって得られる締め固め度が

大きく変化することになり、埋戻し材として適切ではないと考えられる。そこで、最

大密度の 95％に締め固め可能な含水比の範囲を求める。 

（2）反力が取れるかどうか（CBR値） 

        CBR 値は地盤の反力係数のようなもので、これが高ければ地盤の弾性係数が高いことに

なり、埋設管を支承するための良好な反力が得られることになる。 

 

【比較基準値】 

   検討項目に砂、真砂土の試験データを加えたものである。 
  

項 目 比較基準値 

均等係数 Uc＞10 

曲率係数 Uc’＝1～3 

細粒分含有率 
真砂土  

砂  

：8～17％程度 

：3～5％程度 

土粒子の密度 
真砂土  

砂 

：2.7 g/cm3程度 

：2.7 g/cm3程度 

最適含水比 
真砂土 

砂 

：10～15％程度 

：10％程度 

最大乾燥密度 
真砂土 

砂 

：1.8 g/cm3程度 

：1.8 g/cm3程度 

95％締固め度が得られえ

る含水比範囲 

真砂土 

砂 

：7～16％程度 

：6～14％程度 

修正 CBR値 

（もしくは設計 CBR値） 

真砂土  

砂 

：45～65％程度 

：12～17％程度 

最大粒径 50㎜以下 

 



 

 （14） 

 

３.４ 浅層埋設 
 

リブパイプを車道下に埋設する際の最小土かぶりは以下のとおりとする。 

 

・道路土工 カルバート工指針 （平成11年3月（社）日本道路協会）より 

舗装厚＋30cm以上 

 

・建設省（現 国土交通省）道路局路政課・国道課発行の通知「電線、水管、ガス管または下水

道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について」（平成11年3月31日文書番号・

建設省道政発第32号・建設省道国発第5号及び平成12年3月24日文書番号・建設省道政発第28号・

建設省道国発第13号）より 

 

〈呼び径300mm以下のもの〉 

本    線 ：道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値（当該値が1 mに満たない場合には1 m）以下

としない。 

本線以外の線 ：車道下･･･道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値（当該値が0.6mに満たない場合には

0.6m）以下としない。 

歩道下･･･道路の舗装の厚さに0.3mを加えた値（頂部と路面との距離は0.5m、なお、

歩道の切り下げ部では0.4m）以下としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本線の場合                本線以外の線の場合 

図 3-10 リブパイプの埋設深さ 
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図3－13 ゴム可とうマンホール継手による接続 

 

３.５ 配管設計 

3.5.1 各種配管例 
 

＜コンクリート製マンホールとの接続＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－11 マンホール継手による接続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－12 くら型マンホール継手による接続 
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図 3－14 外副管の配管図 図 3－15 内副管の配管図 

図 3－16 リブ付小型マンホールとの配管設置図 

図 3－18 起点形ドロップとの配管設置図 

図 3－17 管路勾配 5°未満の配管設置図 

 

＜副管との接続＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リブ付小型マンホールとの接続＞ 
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＜リブ本管自在継手及びフラット自在＞ 

 

(1)勾 配 

管路の勾配が5°～15°(87‰～268‰)の場合は、下記にて対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(2)屈曲点 

曲がり角度が15の倍数でない場合は、下記にて対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 曲がり角度が15の倍数の場合は曲りインバートを設置する。 

 

(3)管の合流 

管路の合流する箇所では合流インバートとリブ本管自在継手を組み合わせて設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－23 管路の合流 

図 3－19 リブ本管自在継手とリブ付小型マンホール 

による対応 

図 3－20 フラット自在による対応 

図 3－21 リブ本管自在継手とリブ付小型マンホール 

     による対応 

図 3－22 フラット自在による対応 
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＜取付け管配管例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－24 90度支管（取付け管用）による配管例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－25 90度自在枝付き管（取付け管用）による配管例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－26 ゴムシール型ゴム可とう支管（取付け管用）による配管例 

 

 

ゴムシール型 

ゴム可とう支管 
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3.5.2 各種地盤における配管例および基礎構造例 
 
配管例及び基礎構造例を表3－8～表3－10に示す。 

 

表3－8 配管例及び基礎構造例（本管） 

 

配 

管 

例 

普
通
地
盤 

 

 

 

 

 

軟
弱
地
盤 

傾
斜
地
盤 

 

 

 
基 

礎 

構 

造 

例 

普
通
地
盤 

 

 

軟
弱
地
盤 

 

 

傾
斜
地
盤 

 

 

 

 

 

最大粒径 50 ㎜ 

最大粒径 50 ㎜ 
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表3－9 配管例及び基礎構造例（コンクリート製マンホール接続部） 

 

 

配 
 

管 

例 

普
通
地
盤 

 

 

軟
弱
地
盤 

傾
斜
地
盤 

 

 

基 

礎 

構 

造 

例 

普
通
地
盤 

 

 

 

 

軟
弱
地
盤 

傾
斜
地
盤 

 
くり石又は切込砕石 

管及びマンホール継手部の基礎は、地盤別

に表 3－8の基礎構造を採用する。 
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表3－10 配管例及び基礎構造例（取付け管） 

配 
 

管 
 

例 

普
通
地
盤 

 

 

 

 

軟
弱
地
盤 

傾
斜
地
盤 

 

基 

礎 

構 

造 

例 

普
通
地
盤 

 

 

軟
弱
地
盤 

 

          

傾
斜
地
盤 

 

    

 

取付け管の VU 管部は 

最大粒径 20 ㎜とする。 

取付け管の VU 管部は 

最大粒径 20 ㎜とする。 

支管又は自在支管 
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４．リブパイプの耐震設計 
 

４.１ 耐震設計計算の手順 

 4.1.1 計算方法  

   (1) 地震動より管きょには、①地震動によって生ずる管体部の応力、②管きょ継手部の屈曲

及び伸縮、③二次的に生ずる地盤変状によって継手部の伸縮が生ずる。 

  (2) リブパイプの計算は、①については、管径が小さいこと、埋設深さが比較的浅いことか

ら応答変位法を用いた水道施設耐震工法指針・解説に準拠して行い、②③については下水

道施設の耐震対策指針と解説で示されている計算式及び地盤別の変位量をもとに行う。 

 4.1.2 リブパイプの計算の考え方 

   下水道施設の耐震対策指針と解説では、管本体の鉛直断面について地震動によるせん断ひ  

ずみを想定したフレーム解析により検討を行っているが、リブパイプの場合、管径が小さく埋

設深さも比較的浅いため、図 4－1に示すΔU（ 相対変位：ΔU= Uh(h1)－Uh(h2) ）が非常に

小さい。また、フレーム解析及び近似法で計算した場合、常時荷重及び地震の影響による応力

の合成応力（地震時の全応力）は、ほぼ埋設設計計算による応力値となり、地震動の影響は小

さい値となる。したがって、リブパイプは計算値の厳しい「地震動の影響による管軸方向の引

張り強さによる照査」で行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4－1 管きょ鉛直断面の照査用荷重 
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４.２ 計算条件と計算結果 

ここでは、呼び径 150のリブパイプについての計算例を示す。 

  なお、詳細による計算は、下水道施設耐震計算例－管路施設編－（(社)日本下水道協会）又

は、下水道用リブ付硬質塩化ビニル管の耐震対策についてを参照のこと。 
 

4.2.1 耐震計算条件と計算結果 

(1）耐震計算条件 

呼び径150のリブパイプを土かぶり1.2mに埋設した場合について地盤、マンホール間隔、

その他のモデル的条件を表4－1に示す。 

表4－1 耐震計算条件 

 レベル 1 地震動 レベル 2 地震動 

条 
 
 
 
 

件 

 

地 
 

盤 

 

種 類 軟弱地盤 普通地盤 軟弱地盤 普通地盤 

N 値 2 12 2 12 

表層地盤厚（m） 24.7 

地盤沈下量（m） － 0.165 

設計応答速度（m/s） 0.24 0.24 0.8 0.6 

管 

 

呼 び 径 150（最小厚さ2.4㎜） 

有 効 長（m） 4 

土 か ぶ り（m） 1.2 

マ
ン
ホ
ー
ル 

 

深 さ（m） 2 

間 隔（m） 40 

 

(2）条件的に一番厳しくなるサイズ（呼び径150）で耐震性について検討した結果を表4－2に示す。 

表4－2 耐震性検討結果 

条   件 

レベル1 地震動 レベル2 地震動 

軟弱地盤 普通地盤 軟弱地盤 普通地盤 

計算値 許容値 判定 計算値 許容値 判定 計算値 許容値 判定 計算値 許容値 判定 

計 
 

算 
 

結 
 

果 
応  力(MPa) 4.84 10.8 ○ 2.95 10.8 ○ 12.38 45※ ○ 8.46 45※ ○ 

管 

き 

ょ 

継 

手 

部 

地 

震 

動 

地 盤 歪 み(％) 0.09 － － 0.07 － － 0.45 － － 0.31 － － 

屈 曲 角(°) 0.04 3 ○ 0.02 3 ○ 0.21 5 ○ 0.13 5 ○ 

抜け出し量(㎜) 3.8 30 ○ 2.7 30 ○ 18 61 ○ 12 61 ○ 

液
状
化
地
盤 

地
盤
沈
下 

屈 曲 角(°) － 0.19 5 ○ 

抜け出し量(㎜) － 0.44 61 ○ 

護

岸 
抜け出し量(㎜) － 60 61 ○ 

内

陸 
抜け出し量(㎜) － 48 61 ○ 

傾
斜 

地
盤 抜け出し量(㎜) － 52 61 ○ 

浅
層 

不
整
形
地
盤 

浅層不整形地盤歪(％) 0.09 － － 0.45 － － 

抜け出し量(㎜) 3.8 30 ○ 18 61 ○ 

※ JSWAS K-13-2003では、許容値は 47MPaであるが、JIS K 6741-2007及び JSWAS K-1-2010より、45MPaとした。 
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4.2.2 呼び径 150のリブパイプの安全照査のための性能値 
 

表 4－3 呼び径 150のリブパイプの安全照査のための性能値 

項  目
 レベル 1 地震動の場合 

（使用限界） 

レベル 2 地震動の場合 

（終局限界） 

発生応力（引張強さ） 10.8MPa 45MPa※ 

屈曲角 ±3° ±5° 

抜け出し量 30 mm 61 mm 

※ JSWAS K-13-2003では、許容値は 47MPaであるが、JIS K 6741-2007及び JSWAS K-1-2010より、45MPaとした。 

 

4.2.3 耐震計算結果のまとめ 

(1) 管に発生する応力に対する安全性 

① レベル 1地震動の場合、性能値（使用限界）と比較し、軟弱地盤、普通地盤とも発生応

力は小さい。 

  ② レベル 2地震動の場合、性能値（終局限界）と比較し、最大応力でも性能値の 20％程度で

ある。 

(2) 継手部（マンホール継手を含む）の屈曲角 

① 安全性を照査する限界屈曲角として、地震動そのものによる継手部の屈曲角は、レベル 1

地震動、レベル 2地震動とも性能値に比較して極めて小さく、管が蛇行する恐れはない。 

② 地盤沈下による継手部の屈曲角は、レベル2地震動の場合の性能値とを比較して安全性

を照査する。 

(3) 継手部（マンホール継手を含む）の抜け出し量 

① 安全性を照査する限界抜け出し量として、地震動そのものによる継手部の抜け出し量は、

レベル 1 地震動、レベル 2 地震動とも性能値に比較して極めて小さく、管が抜け出す恐れ

はない。 

② 地盤の永久ひずみによる継手部の抜け出し量は、レベル2地震動の場合の性能値とを比

較して安全性を照査する。 

 

4.2.4 考 察 

以上の結果より、基本的には有効長4mの片受直管による配管で耐震性は十分に確認されるが、

管の離脱に曲げが加わったり施工誤差などの影響により離脱長さが60㎜を越えることが予測

される地域においては、両受直管を中央で切断した短管を用いることが望ましい。 

また、差し管の突っ込みによる安全性は、６.７ 接合部圧縮試験にあるように123㎜の突っ込み

量に対しても安全性を確保していることを確認している。 

なお、液状化が予測される地盤においては、管路の浮上防止のため、砕石基礎を適用するこ

とが有効である。 
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4.2.5 安全性の照査 

  安全性の照査に用いるリブパイプの性能値は、レベル1地震動については使用限界（許容値）、

レベル2地震動については終局限界値（試験性能値）とし、表4－4のとおりとなっている。 
 

表4－4 安全性照査のためのリブパイプの性能値 

照査対象項目 レベル1 地震動の場合 レベル2 地震動の場合 

発生応力 
引張強度：10.8MPa 

（使用限界） 

引張強度：45MPa※ 

（終局限界） 

屈曲角 
限界屈曲角：±3° 

（使用限界） 

限界屈曲角：±5° 

（終局限界） 

抜け出し量 

限界抜け出し量（使用限界） 

呼び径150：30mm 

呼び径200：30mm 

呼び径250：34mm 

呼び径300：38mm 

呼び径350：38mm 

呼び径400：38mm 

呼び径450：38mm 

限界抜け出し量（終局限界） 

呼び径150：61mm 

呼び径200：61mm 

呼び径250：69mm 

呼び径300：77mm 

呼び径350：77mm 

呼び径400：77mm 

呼び径450：77mm 

※ JSWAS K-13-2003では、許容値は 47MPaであるが、JIS K 6741-2007及び JSWAS K-1-2010より、45MPaとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4－2 継手部の抜け出し量
 

抜け出し量 
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５.リブ付小型マンホールの設計 

図 5－1 管路勾配 5°以下の場合 

図 5－2 リブ本管自在継手を用いる場合 図 5－3 フラット自在を用いる場合 

 

５ .１  管  種  

硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール（以下、「リブ付小型マンホール」という。）

は下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（日本下水道協会規格 JSWAS K-13）呼び径 150、200

用のマンホールに適用する。 
 

５ .２  設置場所  

（1）リブ付小型マンホールは管路の起点および方向、勾配、管径などの変化する箇所、段差

の生ずる箇所、管路の会合する箇所、ならびに維持管理上で必要な箇所に設置する。 

（2）リブ付小型マンホールの設置間隔は管路の直線部分においても 50m以下とする。 

注 リブ付小型マンホールは維持管理器具の搬出入のために用いるものであり、人の出入りはできない。

維持管理上、人の出入りが必要な箇所には従来の 1 号マンホールを設置する。 
 

５ .３  設置深さ  

リブ付小型マンホールの設置深さは、4m以下を標準とする。 

なお、荷重等を考慮して特に必要のある場合には、それに耐え得る防護工を施す。 
 

５ .４  基  礎  

リブ付小型マンホールの基礎は、リブパイプの基礎に従う。 
 

５ .５  勾  配  

（1）管路の勾配が 5°（87‰）以下の場合は、立上り部 

のゴム輪受口で立上り部の角度調整を行う（図 5－1 参照）。 

注 インバート部と立上り部のゴム輪接合部で、立上り部の角度 

調整が 5°の範囲で行える。 

 

 

 

  

（2）管路の勾配が 5°～15°（87‰～268‰）の場合は、リブ本管自在継手をインバート部

の流入部に接合して対応（図 5－2 参照）、または自在受口形リブ付小型マンホール（以

下、「フラット自在」という。）にて対応する（図 5－3参照）。 

注 1.  リブ本管用自在継手は 0°～15°の角度調整を、管路の内面に段差を生じることなく行える。 

2.  フラット自在については、管路勾配 0°～15°（0‰～268‰）の範囲で調整が行える。 
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図 5－4 曲がり角度が 15の倍数の場合 

図 5－6 フラット自在を用いる場合 図 5－5 リブ本管自在継手を用いる場合 

図 5－7 管路の合流の場合 

 

５ .６  屈曲点  

（1）曲がり角度が 15 の倍数の場合は曲りインバートを設置する（図 5－4 参照）。 

注 1. リブ付小型マンホールの曲りインバートには 15L、30L、45L、60L、75L、90Lのそれぞれ左右がある。 

2. リブ付小型マンホールを流出側から見て流入側が右にあるものが「右」、左にあるものが「左」とす

る。下図は「右」を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）曲がり角度が 15の倍数でない場合は、ストレートあるいは曲りインバートとリブ本管自在

継手を組合わせて設置（図 5─5 参照）、またはフラット自在を設置する（図 5─6 参照）。 

注 フラット自在については、マンホール受口部で角度を大きくしない方が維持管理及び掃流性上 

良好であるので±7.5°を調整範囲の参考値とするが、当事者間の取決により±15°まで使用で

きる。±7.5°の目安としてリングにより角度を規制しているが、リングを取外すことにより±

15°まで使用できる。±7.5°の範囲で調整が行える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）リブ付小型マンホールのふた中心（立上り部の中心）と、流入管、流出管の交点は、必

ずしも一致しない。これは、マンホール径 300でも曲がりを大きくし、下水の流れをスム

ーズにすることや、維持管理を考慮しているためである。 

 

５ .７  管路の合流  

管路の会合する箇所では合流インバートとリブ本管 

自在継手を組合わせて設置する（図 5－7参照）。 

注1. 合流インバートには 45Y、90Yのそれぞれ左右がある。 

2. リブ付小型マンホールを流出側から見て流入枝管が右に 

あるものが「右」、左にあるものが「左」とする。図は、 

「左」を示す。 

 リブ本管自在継手は、リブ付小型マンホール専用である。 
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図 5－8起点形ドロップによる落差工 図 5－9起点による落差工 

表5－1 使用部材と適用落差（△h）       （単位：mm） 

 

△h 

 

△h 

 

 

５ .８  落差工  

管路に落差の生じる箇所では、落差の大きさに応じて次の以下の組み合わせを決定する（表

5－1参照）。 

①起点形ドロップとリブくら型マンホール継手（図 5－8参照） 

②起点とリブくら型マンホール継手（図 5－9参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リブくら型マンホール継手は、次の点に注意して使用する。 
 
①くらを切断加工しない。 

②立上り接合部にリブくら型マンホール継手を取付けない。 

③1箇所のマンホールに取付け可能なリブくら型マンホール継手は、基本的に2個までとし、

くら同士が干渉しないように取付ける。

使用部材 

呼び径 

起点形ドロップと 

リブくら型マンホール継手 

起点と 

リブくら型マンホール継手 

150-300 50 以上 550 以上 

200-300 50 以上 550 以上 

起 点 
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５ .９  防護ふた  

リブ付小型マンホールのふたには立上り部およびインバート部に車両の荷重が直接かから

ないよう、JSWAS G-3に規定されている防護ふたを用いる。防護ふたにはT-8、T-14及びT-25

の3種類があり、設置する道路により使い分ける（表5－2 参照）。 

 

表5－2 防護ふたの適用 

種 類 主な使用場所 備 考 

T- 8 歩道、宅地内等 

歩道、宅地内、公園敷地内道路をさす。敷地等の利

用形態によって大型車両の通行の有無を考慮する

必要がある。 

T-14 大型車の交通の少ない道路 

車両総重量14トン以上の大型車の通行が少ない、あ

るいは通行できない道路をさす。おおむね、車両区

分がなく一般に大型車両の交互通行が困難とされ

る車道幅員5.5m未満の道路と考えてよい。ただし、

車道幅員が5.5m未満であっても、一方通行など車両

総重量14トン以上の大型車が日常的に通行すると

考えられる道路は、これにあたらない。 

T-25 道 路 一 般 
大型車両が通行する道路から歩道まで、道路全般を

示す。 
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６．リブパイプの性能 
 

６.１ 偏平試験 

（1）目 的 

1）リブパイプに偏平荷重を加え、管のたわみ率と荷重の関係を確認する。 

2）リブパイプを偏平させ、「管体部」及び「リブ部」に異常が起きないか確認する。 

（2）試験方法 

管のたわみ率が10％相当になるまで偏平させ、たわみ率と荷重の関係を測定する。 

（3）試験条件 

1）試験機ロードセル式万能試験機 

2）供試体供試体の寸法は、図6－1、表6－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－1 供試体 

 

表6－1 供試体の寸法                   （単位：㎜） 

呼び径 シール部外径DS 厚さt 外径D リブ外径DR リブ高さHR リブ間隔P 内径d 長さl 

200 207.8 2.7 205.6 228.7 11.7 25.4 200.1 305 

400 411.2 4.2 407.6 448.3 19.9 38.1 400.1 304 

450 461.5 4.3 457.8 501.8 21.5 38.1 450.2 304 

注  呼び径400、450は今回新たに試験を実施したものである。 
 

3）試験温度 23℃±2℃ 

4）載荷速度 毎分10㎜ 

5）測定項目 試料のたわみ量、試験機の荷重 
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（4）試験結果 

1） 各々の試料のたわみ率と荷重の関係を、図6－2に示す。 

 

 

 

荷重‥‥‥‥‥‥‥‥（線荷重kN/m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－2 たわみ率と荷重の関係 

 

2） 試験後の管の状態を図6－3に示す。管内面が接触するまで管を変形した結果、管体部及

びリブ部ともに割れ、亀裂などの異常は発生しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－3 試験後の管の状態 

 

（5）考 察 

図6－2より、リブパイプとしての力学的性質は、たわみ率6％まではほぼ完全な弾性領域

にあり、許容たわみ率4％を十分満足させるといえる。また、図6－3より、リブパイプは、

管の内面が接触するまで変形しても、管体部及びリブ部に割れ、亀裂などの異常が発生しない。

管としての安全性は十分であるといえる。 

 

  









100　

中立軸中心径

たわみ量
　たわみ率‥‥‥‥‥　
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６.２ 負圧試験 

6.2.1 ゴム輪接合部の負圧試験 
 
（1）目 的 

リブパイプのゴム輪接合部は、地下水などの浸入に対して十分な水密性がなければならないが、

この性能を確認するため、次の偏平負圧試験、偏平曲げ負圧試験及び偏心偏平負圧試験を実施

した。 

（2）試験方法 

1）偏平負圧試験 

図6－4に示すように、接合部差し口側上下に荷重を加え、偏平量が管外径の4％になるまで

両寄せ偏平させる。負圧は0.078MPaにし1分間放置する。 

  

 

 

 

 

 

注 幅200㎜の載荷板を受口端部より20㎜の位置に設置する。 

図6－4 偏平負圧試験 

 

2）偏平曲げ負圧試験 

図6－5に示すように、接合部差し口側上下に荷重を加え、偏平量が管外径の4％になるまで

両寄せ偏平した後、3°の曲げを与え負圧は0.078MPaにし1分間放置する。 

 

 

 

 

 

 

注 幅200㎜の載荷板を受口端部より20㎜の位置に設置する。 

図6－5 偏平曲げ負圧試験 

 

3）偏心偏平負圧試験 

図6－6に示すように、接合部差し口側上部に荷重を加え、片寄せ偏平量が管外径の4％にな

るまで偏心偏平させる。負圧は0.078MPaにし1分間放置する。 

 

 

 

 

 

 

注 幅200㎜の載荷板を受口端部より20㎜の位置に設置する。 

図6－6 偏心偏平負圧試験 
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（3）試験条件 

1）供試体数  各試験項目、呼び径150～450ごとに各3個 

2）試験温度  23℃±2℃ 

（4）試験の結果 

各負圧試験の結果を表6－2に示す。 

表6－2 負圧試験結果 

試験項目 供試体数 異常の有無 

偏  平 呼び径ごとに各 3 いずれも異常なし 

偏平曲げ 呼び径ごとに各 3 いずれも異常なし 

偏心偏平 呼び径ごとに各 3 いずれも異常なし 

注  呼び径400、450は今回新たに試験を実施したものである。 
 
（5）考 察 

試験結果より、埋戻し土や活荷重による鉛直土圧によって接合部際に4％のたわみが発生し、

また、万一地盤沈下で接合部に3°程度の曲げが作用しても、リブパイプの接合部は、地下水

などの浸入水に対し十分安全であることが確認できた。 
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6.2.2 枝付き管、リブ本管自在継手及びリブ付小型マンホールの負圧試験 
 
（1）目 的 

枝付き管、リブ本管自在継手及びリブ付小型マンホールのゴム輪接合部は、地下水などの浸入

に対して十分な水密性がなければならないが、この性能を確認するため、次の負圧試験及び偏平

曲げ負圧試験を今回新たに実施した。 

（2）試験方法 

1）負圧試験 

以下に示す供試体に負圧0.078MPaをかけ1分間放置する。 

①90度枝付き管（図6－7） 

②90度自在枝付き管（図6－8） 

③リブ本管自在継手（0°）（図6－9） 

④リブ本管自在継手（15°）（図6－10） 

⑤リブ付小型マンホール ストレート(ST)（図6－11） 

⑥フラット自在 ストレート(ST)（0°）（図6－12） 

⑦フラット自在 ストレート(ST)（15°）（図6－13） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  図6－7 90度枝付き管の負圧試験        図6－8 90度自在枝付き管の負圧試験 

 

 

 

 

 

 

 

図6－9 リブ本管自在継手(0°)の負圧試験     図6－10 リブ本管自在継手(15°)の負圧試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－11 リブ付小型マンホールSTの負圧試験  
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図6－12 フラット自在ST（0°）の負圧試験   図6－13 フラット自在ST (15°)の負圧試験 

 

2）偏平曲げ負圧試験 

図6－14に示すように、リブ本管自在継手との接合部差し口側上下に荷重を加え、偏平量

が管外径の4％になるまで両寄せ偏平した後、3°の曲げを与え負圧は0.078MPaにし1分間放

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－14 偏平負圧試験 

 

（3）試験条件 

1）供試体数  各試験項目、呼び径150、200ごとに各3個 

2）試験温度  23℃±2℃ 

（4）試験の結果 

各負圧試験の結果を表6－3に示す。 

 

表6－3 負圧試験結果 

試験項目 供試体 供試体数 試験結果 

負  圧 

90度枝付き管 

90度自在枝付き管 

リブ本管自在継手（0°、15°） 

リブ付小型マンホール ST 

フラット自在 ST（0°、15°） 

呼び径ごとに各 3 

呼び径ごとに各 3 

呼び径ごとに各 3 

呼び径ごとに各 3 

呼び径ごとに各 3 

異常なし 

異常なし 

異常なし 

異常なし 

異常なし 

偏平曲げ負圧 リブ本管自在継手 呼び径ごとに各 3 異常なし 
 
（5）考 察 

試験結果より、枝付き管、リブ本管自在継手及びリブ付小型マンホールともに負圧性能に問

題ないことが確認できた。 
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６.３ 外圧クリープ試験 

（1）目 的 

埋設したリブパイプが長期にわたって土圧を受ける場合の安全性を確認するため、外圧によ

る管のクリープ強さを試験した。 

（2）試験方法 

図6－15に示すような試験装置により、時間による全たわみ量（原形からたわんだ量）及び

クリープたわみ量（荷重をかけた瞬間にたわんだ点をゼロとしてそれ以降にたわんだ量）（図6

－16 参照）の変化を測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－15 外圧クリープ試験装置        図6－16 クリープたわみ 

 

（3）試験条件 

1）供試体  リブパイプ 呼び径250 

2）試験温度  23℃±2℃ 

3）初期たわみ率、試験荷重 

 

表6－4 初期たわみ率、試験荷重 

初期たわみ率     （％） 1.0 2.5 4.0 10.0 12.0 16.0 

試験荷重   （kN/100㎜） 0.33 0.77 1.14 2.30 2.51 2.79 
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（4）試験の結果 

クリープたわみ量及び全たわみ量と時間との関係を図6－17及び図6－18に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－17 クリープたわみ量と時間との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－18 全たわみ量と時間との関係 

（5）考 察 

図6－17より、クリープたわみ量と時間は、103分以後で対数グラフ上で比例関係にあること

がわかる。また、図6－18より、全たわみ量が約50㎜に達するとたわみが急激に増大し約100

㎜で破壊すると推定できる。 

以上から初期たわみ25㎜（10％）の場合、図6－18より50年後に破壊に至るものと考えられる。 

これは管の許容たわみ率4％を大きく上回っている。このことから許容値以下で使用する実

際の埋設状態では、十分長期にわたって安全であることが確認できた。 
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６.４ 外圧疲労試験 

（1）目 的 

埋設したリブパイプが長期にわたって土圧及び活荷重を受ける場合の安全性を確認するた

め、外圧による管体の疲労強さを試験した。 

（2）試験方法 

供試体に所定の変形量を与える荷重（平均荷重）を加え、さらに、一定周期の振幅荷重（繰

り返し荷重）を与え破壊に至るまでの繰り返し回数を求める。 

ここで、 

平均荷重により発生する応力＝平均応力 

繰り返し荷重により発生する応力＝繰り返し応力 

とする。 

 

 

 

 

 

 

図6－19 平均荷重と繰り返し荷重 

1）材料疲労強さ 

リブパイプのリブ部より、図6－20に示すダンベル状試験片を作成し、図6－21に示す疲労

試験装置を用いて、平均荷重及び繰り返し荷重を与え、破壊に至るまでの繰り返し回数を求

める。 

 

 

 

 

 

 

図6－20 ダンベル状試験片 

2）外圧疲労強さ 

図6－22に示す外圧疲労試験装置を用いて、供試体に所定の初期変形を与える平均荷重及び

繰り返し変形を与える繰り返し荷重を加え、供試体が破壊するまでの繰り返し回数を求める。 
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（3）試験条件 

1）材料疲労強さ 

①試験装置 図6－21に示す油圧サーボ式疲労試験機 

②試験片    リブパイプ呼び径250より図6－20に示すダンベル状試験片を作成 

③試験温度 23℃±2℃ 

④試験速度 毎分120回 

⑤試験種類 荷重制御式疲労試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－21 疲労試験装置 

2）外圧疲労強さ 

①試験装置 図6－22に示す油圧サーボ式外圧疲労試験機 

②供試体    リブパイプ呼び径250 管長152㎜ 

③試験温度 23℃±2℃ 

④試験速度 毎分120回 

⑤試験種類 荷重制御式疲労試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－22 外圧疲労試験装置 
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（4）試験結果 

1）材料疲労強さ 

ダンベルの破壊に至るまでの繰り返し回数と繰り返し応力の関係を図6－23に示す。繰り返

し回数106及び108回での耐久限度線図を図6－24に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－23 ダンベル疲労強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－24 耐久限度線図 
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2）外圧疲労強さ 

供試体の破壊に至るまでの繰り返し回数と繰り返し応力の関係を図6－24に示す。実際の埋

設時に管に発生する応力と外圧疲労試験結果との関係を図6－25に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－25 埋設条件と疲労強さ 

（5）考 察 

図6－24に示すように、ダンベル試験片の疲労試験から得られた耐久限度と管の外圧疲労試験

の結果は、繰り返し回数106回でよく一致している。106回耐久限度以上の条件下では管は破壊し、

耐久限度の近傍及び限度以下の条件では管は破壊していない。このことより、ダンベル疲労試

験から得られた108回耐久限度は管について適用してもよいといえる。 

管に動的な影響を及ぼすような重車両の走行は、幹線道路においても1日5,000台程度であり、

50年間では、5,000×365×50＝91,250,000で、約108回となる。図6－24に示した繰り返し108回

耐久限度以下の条件であれば、50年経過後も管は破壊しないといえる。 

実際の埋設条件下でリブパイプのリブ部及び管体部に発生する静応力（埋戻し土圧により発生す

る応力）、動応力（活荷物重により発生する応力）と耐久限度の関係は、図6－25のとおりとなる。

実用埋設条件は、耐久限度よりはるかに低いレベルにある。従って、リブパイプの疲労強さは、十

分安全性を保証でき、管が疲労により破壊することはない。 
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６.５ 摩耗試験 

（1）目 的 

リブパイプの管厚が薄いので、摩耗に対する安全性を確認する。 

（2）摩耗量の測定 

リブパイプを用いて摩耗試験を行った結果を以下に示す。 

1）試験方法 

図6－26に示すような試験装置に川砂を混合した水を長時間流し、摩耗量を測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－26 摩耗試験装置 

2） 試験条件 

①供 試 体  呼び径250 管長4,000㎜ 

②流  速 3.56m/s 

③流  体 川砂（0.8～4.8㎜） 混合水（6％） 

④試験期間 74.5時間 

⑤試験水温 22℃ 

3）試験結果 

試験結果を図6－27に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6－27 摩耗試験結果 

（3）考 察 

試験結果から最大摩耗量は、管底で0.3㎜であった。 

この結果より、砂粒輸送の実験結果から実用化されている草間の式（6･1）を用いて過去の

降水量から50年後の摩耗量を推定すると、表6－5のようになる。 

Ta＝α・(V－0.6)2 ……………………………………………………（6･1） 

ここに、 

Ta：流速に対する単位時間当りの摩耗量（㎜/h） 

V ：流速（m/s） 

α：摩耗試験結果より得られる係数（＝4.6×10－4） 
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表6－5 過去の降水量による摩耗推定量 

東京における一年平均 リブパイプ（呼び径 250） 

降雨強度 

（㎜/h） 

降雨時間 

（h/年） 

流  量 

（m3/s） 

流  速 

（m/s） 

単位時間当たり 

摩 耗 量 

（㎜/h） 

摩 耗 量 

（㎜） 

1.0 未満 1,253000  0.00056 0.46 ─ ─ 

 1.0～ 1.9 188  0.0017 0.64 0.7×10－6 1.4×10－4 

 2.0～ 2.9 830  0.0028 0.75 1.0×10－5 8.6×10－4 

 3.0～ 3.9 45.1   0.0039 0.82 2.2×10－5 1.0×10－3 

 4.0～ 4.9 22.2   0.0050 0.89 3.9×10－5 8.6×10－4 

 5.0～ 5.9 14.1   0.0061 0.94 5.3×10－5 7.5×10－4 

 6.0～ 7.9 17.2   0.0078 1.01 7.7×10－5 1.3×10－3 

 8.0～ 9.9 8.1   0.010 1.09 1.1×10－4 8.9×10－4 

10.0～11.9 5.0   0.012 1.14 1.3×10－4 6.7×10－4 

12.0～14.9 4.0   0.014 1.20 1.7×10－4 6.6×10－4 

15.0～19.9 2.6   0.019 1.30 2.3×10－4 5.9×10－4 

20.0～24.9 1.4   0.025 1.40 2.9×10－4 4.1×10－4 

25.0～29.9 0.7   0.031 1.49 3.6×10－4 2.6×10－4 

30.0～39.7 1.1   0.038 1.57 4.3×10－4 4.8×10－4 

40.0 以上 0.5   0.056 1.71 5.7×10－4 2.8×10－4 

計 1,646 ─ ─ ─ 9.2×10－3 

50年推定摩耗量 0.46㎜ 

 

降    雨：東京都の観測結果（昭和30～45年）による 

設計実流速：1.5～1.8m/s 

排 水 面 積：0.8ha 

流 出 係 数：0.5 

管 こ う 配：10‰ 

設計降雨強度：50㎜/h 

以上より、呼び径250では最小厚さが2.7㎜であるので、このような通常の条件下では、リブパイプ

は摩耗に対して十分安全であることが確認できた。 
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６.６ 衝撃試験 

（1）目 的 

リブパイプの低温下での耐衝撃性について砕石などを落下させるフィールド試験により確

認する。 

（2）試験方法 

1）砕石落下試験 

ランマーにより転圧した砕石地盤に供試体を設置し、くいで固定する。その供試体にバッ

クホーのバケット（0.35m3）に投入した砕石を4mの高さから落下させ、その供試体の割れ、

欠け等の有無を確認する（写6－1 参照）。 

2）土のう落下試験 

ランマーにより転圧した砕石地盤に供試体を設置し、土のうで固定する。その供試体に土

のう袋を2.5mの高さから落下させ、その供試体の割れ、欠け等の有無を確認する（写6－2 参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写6－1 砕石落下試験        写6－2 土のう落下試験 

（3）試験条件 

1）供  試  体  呼び径200、300 

2）供試体温度 0℃ 

3）外  気  温  －3℃～－2℃ 

4）落  下  物  砕石C－40、土のう（砂）袋重さ15kg 

（4）試験結果 

    表6－6 耐衝撃性試験結果 

試 験 項 目 呼 び 径 試 験 結 果 

砕石落下試験 
200 

割れ、欠け等の異常なし。 
300 

土のう落下試験 
200 

割れ、欠け等の異常なし。 
300 

 

（5）考 察 

試験結果より、リブパイプは、落下物による衝撃に対して実用上、問題がないことが確認で

きた。 
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６.７ 接合部圧縮試験 

（1）目 的 

地震時の受口部の突っ込みに対する安全性を確認する。圧縮試験機で60㎜以上の変位を与え

リブ受口の状況を観察する。 

（2）試験方法 

圧縮試験機で地震動レベル2での最大伸縮量である60㎜、さらにその2倍の120㎜以上の変位

を与え、リブパイプ受口部の状況を観察する。 

（3）試験条件 

1）試 験 機 圧縮試験機（最大能力250kN） 

2）供 試 体 呼び径200 

3）試験速度  毎分20㎜ 

（4）試験結果 

 

表6－7 圧縮試験結果 

最大 

突っ込み量（㎜） 
最大荷重値（kN） 試 験 結 果 

123 37.0 受口部の白化は見られるが割れ等の損傷はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写6－3 供試体断面状況                       写6－4 供試体継手外面状況 
 

（5）考 察 

地震動レベル2での最大伸縮量の約2倍である120㎜以上の突っ込みに対しても白化・変形は

見られるが、レベル2の流下機能は確保されているものと考えられる。 
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7.3.9 取付け管工事 

取付け管の工事については、下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K－1）と同様の工事方法により行う。 

 

7.3.10 その他 

リブパイプのリブが運搬時や施工時に誤って 

欠けた場合、破損状態（リブの破損は管軸方向 

30cm範囲内に3つまでとする）を確認の上、管側 

方向に欠部を位置決めする。 

なお、破損状態において、実用上問題が無い 

ことを以下の確認試験により検証した。 

                        図7－59 リブ欠け部の位置決め 

 

注  連続欠け（欠けが重なっている場合）の間隔が、30cm以下の場合は使用を避けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7－60 連続欠けの間隔 

 

  確認試験 

   〈偏平試験〉 

 リブ部を欠いた状況を再現するためリブの必要枚数を故意に欠いたリブパイプ短管を供

試体として、①偏平方向に対し上部位置 ②横位置に向けた状態 での偏平試験を実施し、

強度を確認する。 

    供試体：φ200（リブ欠け 0～5のケース）、250（リブ欠け 0～4のケース） 
 
  〈繰り返し疲労試験〉 

試験条件： 

・加振ストローク： 4％±0.5％（変位制御） 

・周波数     : 2Hz 

・繰り返し回数  : 106回 

供試体：リブ部破損（有）のリブパイプ200 全長120㎜（4ピッチ） 

    i)ケースA・・・リブ4枚のうち1枚を1/2周（180°）に切除したもの 

    ⅱ)ケースB・・・リブ4枚のうち連続した2枚を切除したもの 

（施工時に想定される破損状態を再現） 

  

30cm 以上 30cm 以上 

使用可能 
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試験結果 

     リブパイプは、偏平強度において高い安全性（率）を確保した形状を有しており、リブ

欠けにより偏平強度が10％程度低下しても、基準性能（性能規格）は十分に満足する。こ

の検証として、以下に示す偏平試験結果（図7－61及び図7－62）より、実用上問題がない

ことが確認された。 

また、繰り返し疲労試験でも、ひび・割れ等の損傷は認められなかった。 

 

(1)呼び径：200 リブ数：12箇所        (2)呼び径：250 リブ数：10箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７.４  残材・廃材の処理 

リブパイプは、できるだけ残材を少なくするために調整管に両受け直管を使用し、切断した管

を別管きょの調整管に有効利用するようにしているが、残材の廃材が施工上少なからず発生する

こともある。地球環境を保全するとともに資源の有効利用を図るためにも、現場で発生した残

材・廃材は、指定の中間受入場（９．リブパイプのリサイクル 参照）に持ち込む等して再利用

に努める。 

  

図 7－61 呼び径 200偏平試験結果 図 7－62 呼び径 250偏平試験結果 

○リブ欠け上 10 ㎜偏平 □リブ欠け横 10 ㎜偏平 

●リブ欠け上 16 ㎜偏平 ■リブ欠け横 16 ㎜偏平 

○リブ欠け上 16 ㎜偏平 □リブ欠け横 16 ㎜偏平 

●リブ欠け上 20 ㎜偏平 ■リブ欠け横 20 ㎜偏平 
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７.５  関連部材の施工 

7.5.1 砕石基礎用防護シート 

砕石基礎を使用する場合は、支管部などのリブが設けられていない部分に直接砕石が接触す

るのを防護するため砕石基礎用防護シートを用いる（図7－63 参照）。また、砕石基礎が取付

け管部に接触する場合も同様に防護する。 

（1）防護シートの巻き付け 

支管1ヶ所につき砕石基礎用防護シートを1枚準備し、一辺に数箇所切り込みを入れ、砕石

基礎用防護シートの切り込み部を本管側に向け支管に巻き付けた後、ガムテープ等で固定す

る（図7－64 参照）。 

 

 

 

 

 

図7－63 砕石基礎用防護シート            図7－64 防護シートの巻き付け 

7.5.2 ゴムシール型支管 

注 ゴムシール型支管の使用範囲は埋設深さ4m以下とする。 

（1）せん孔 

7.2.4 管のせん孔の手順に従い、せん孔、バリ取りを行う。また、ゴムパッキンが当た

る範囲内にリブの欠けがある場合、欠けている箇所は避けてせん孔する。 

なお、初めて支管接合の作業を行う場合は必ずメーカーの施工指導を受ける。 

（2）支管セット 

支管のゴムシール部に滑剤を塗布し、せん孔位置にあわせて支管をセットする（図7－65 参照）。

ツメを押し上げるように両側へ確実にセットする（図7－66 参照）。支管セットの際には、滑剤

を塗布する。支管を本管に取付けるときは図7－67に示すように、取付け管の管底部が本管の管

頂120°の角度範囲で取付ける。 

 

 

 

 

 

 

図7－65 支管のセット       図7－66 ツメセット  図7－67 支管の取付け位置の範囲 

注1. 接着剤などは使用しない。 

2. ツメがきちんと収まったか、確認する。 

 （3）締め込み 

ハンドルの封印シールをはがし、矢印方向にハンドルを 

約3回転半させ、ストッパー位置まで（溝に赤い印が見え 

るまで）締め込む。その後、ツメがきちんと収まっている 

ことを再度確認する（図7－68 参照）。 

 

図7－68 ゴムシール型支管の締め込み 

注  ストッパー位置では、ハンドル部分の矢印と受口ゴムの矢印が合う。 
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図7－70 拡張リングのセット 

図 7－71 スリーブ管のセット 

図 7－72 クッション材のセット 

注  ポリエチレン製リングは、可とう性を活かすために必ずセットする。 

 

 

7.5.3 ゴム可とうマンホール継手（貼付型） 

（1）コンクリート製マンホールへの接合 

コンクリート製マンホールせん孔部に接着剤を適量塗布する（表7－11 参照）。 

乾燥時間経過後（表7－12 参照）、せん孔部に合わせて継手をセットし離型紙をはがしてプラ

スチックハンマーでエアだまりのないように均一に圧着させ、せん孔側壁の離型紙をはがす。 
 

表7－11 1箇所当りの接着剤標準使用量 

呼び径 150 200 250 

塗布量（g） 35 40 50 
 

表7－12 乾燥時間（参考） 

 

図7－69 コンクリート製マンホールへの接合 

 

（2）拡張リングのセット 

マンホールせん孔径にあわせて拡張リングを切断し、継手内側にセットし、専用クランプ

で拡張リングを押し込む（図7－70 参照）。 

                                                                 

呼び径 マンホールせん孔径別切断位置 

150 252 259 262 

200 304 309 314 

250 356 358 366 

切断位置 2本目 1本目 切断不要 

 

 

（3）スリーブ管のセット 

スリーブ管に人孔に応じて下表の位置に標線を記入する。 

次にスリーブ管の内面取り側をマンホール内側に向けて継手にセットし、ステンレス製バ

ンドを締め付ける［締め付けトルクは245～294N・㎝(25～30kgf・㎝)］（図7－71 参照）。 
 

（単位：㎜）   

呼び径 
マンホール別標線位置 

0号 1号 2号 

150 52 52 27 

200 47 47 22 

250 50 50 25 

 

（4）クッション材のセット 

クッション材のポリエチレン製リングを拡張リングとゴムの間にセットする（図7－72 参照）。 

 

 

 

 

 

  

冬 場 15～20分 

夏 場 5～10分 
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図7－73 管の接合 

 

（5）接 合 

あらかじめスリーブ管内面に滑剤を塗布し、管を所定の長さに切断後、150は第6番目と第

7番目のリブの間に、200・250は第4番目と第5番目のリブの間にゴム輪を装着する。 

ゴム輪外面に滑剤を塗布後、管端がコンクリート製マンホール内面に合う位置まで挿入す

る（図7－73 参照）。また、挿入後標線及びゴム本体位置を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼び径 取付位置 標 線 

150 6～7山間 2山目 

200 4～5山間 2山目 

250 4～5山間 2山目 

 

 

注1. コンクリート製マンホールの管端仕上方法（R切り等）によりゴム輪装着位置が異なるので、本管ゴム

輪がスリーブ管の中央に位置するよう確認する。 

2. 砕石基礎を使用する場合は、継手部などのリブが設けられていない部分に直接砕石が接触するのを防

護するため、砕石基礎用防護シートを使用する。 

3. マンホール壁は必ず乾燥させた後、接合作業を行う。 

4. 指で触ったときにベタベタするが指には付かない（糸を引かない）状態を乾燥時間の目安とする。 

 

 

7.5.4 ゴム可とうマンホール継手（拡径型） 

（1）せん孔径の清掃と確認 

マンホールせん孔部をウエス等で清掃し、せん孔径を確認する。 

（2）コンクリート製マンホールへのセット 

継手のガイドをコンクリート製マンホールの外面に合わせセットする。 

ガイドに「左・右」が表示されているので水平にセットする 

（図7－74 参照）。 

注 継手のセット位置がズレないように注意する。 

 

 
 
（3）拡径治具のセット 

継手内筒部を押し広げ、拡径治具を拡径バンドにセットし、 

モンキーレンチで拡径する（図7－75 参照）。 

 

 

  

① 短管差し込み ③ 接合完了 

図7－74 ガイドのセット 

図7－75 拡径治具のセット 

② ゴム輪装着、標線記入 
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（4）スペーサーの挿入 

表7－13よりせん孔径に適合したスペーサーを挿入後、拡径治具を取り外す（図7－76 参照）。 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （5）バンドの締め付け 

スリーブ管の内面取りのある側をコンクリート製マンホール 

内側に向けて継手にセットし、ステンレス製バンドを締め付ける 

[締め付けトルクは245～294N･㎝(25～30kgf・㎝)]（図7－77 参照）。 

 

 

          図7－77 バンドの締め付け  

（6）接 合 

あらかじめスリーブ管内面に滑剤を塗布し、管を所定の長さに切断後、150は第5番目と第

6番目のリブの間に、200は第4番目と第5番目のリブの間にゴム輪を装着する。 

ゴム輪外面に滑剤を塗布後、管端がコンクリート製マンホール内面に合う位置まで挿入する

（図7－78 参照）。 

また、挿入後標線及びゴム本体位置を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1. コンクリート製マンホールの管端仕上げ方法（R切り等）によりゴム輪装着位置が異なるので、本管ゴ

ム輪がスリーブ管の中央に位置するよう確認する。 

2.  砕石基礎を使用する場合は、継手部などのリブが設けられていない部分に直接砕石が接触するのを防

護するため砕石基礎用防護シートを使用する。 

呼び径 150用 呼び径 200用 

せん孔径 スペーサー せん孔径 スペーサー 

S型 

251 18.0 

S型 

303 18.0 

252 19.5 304 19.5 

253 22.5 305 22.5 

M型 

258 18.0 

M型 

308 18.0 

259 19.5 309 19.5 

260 22.5 310 22.5 

L型 

261 18.0 

L型 

313 18.0 

262 19.5 314 19.5 

263 22.5 315 22.5 

① 短管差し込み ③ 接合完了 

呼び径 取付位置 標 線 

150 5～6山間 1～2山間 

200 4～5山間 1～2山間 

 

図 7－76 スペーサーの挿入 

表 7－13 使用スペーサー一覧表    （単位：㎜） 

図 7－78 管の接合 

② ゴム輪装着、標線記入 




























