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１ 県内における農業用水を利用した

小水力発電の稼働状況について

３ 参考資料

①電気事業法に関する協議一覧表

②電気主任技術者、ダム水路主任技術者の専任範囲

③電気事業法（選任・届け出が必要なものの概要）

２ 小水力発電の事例について
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１ 県内における農業用水を利用した

小水力発電の稼働状況について

3

県内における農業用水を利用した小水力発電の稼働状況について

地 区 名
(発電所名）

所在地 発電出力 施設管理者

① 北浜川西 西尾市 0.01kＷ
水土里豊かな

北浜川西を創る会

② 四谷 新城市 1kＷ 新城市

③ 大内 蒲郡市 0.02kＷ 蒲郡市土地改良区

④ 篠目童子 安城市 0.2kＷ 明治用水土地改良区

⑤ 敷島 豊田市 0.02kＷ 旭土地改良区

⑥ 高里第１ 新城市 0.02kＷ 作手村土地改良区

⑦ 二川発電所 豊橋市 7.1kＷ
(独)水資源機構

豊川用水総合事業部

⑧
大島ダム
発電所

新城市 240kＷ
(独)水資源機構

豊川用水総合事業部
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小水力発電施設カード

5

２ 小水力発電の事例について

③落差工を活用したマイクロ発電

②民間企業の資金力と運営力を活かした

小水力発電の導入

①発電所の騒音対策

④地元設備業者を活用した維持管理節減

⑤既設底樋の改修による ため池の有効落差の活用
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地区
概要

施設名称 揖西発電所［岐阜県］

施設管理者 西濃用水土地改良区連合

発電方式 水路式 出力70.8kW 有効落差2.97m 流量3.60 /ｓ

写真
等

課題 ・発電開始以降、従来の落水音とは異なる増速機等の金属音が発生。

対策 ・水車発電機を建屋で囲い、民家側に防音壁を設置する防音対策工事を実施して、
発電を再開している。

・運転中は設計値以上の出力とならないように、リミッター制御を行っている。

①発電所の騒音対策

7

地区
概要

施設名称 （仮称）内日ダム小水力発電所［山口県］

施設管理者 下関土地改良区

発電方式 ダム式（※出力、有効落差、流量は発電事業者の提案による）

写真
等

課題 ・国費や県の補助金を活用したとしても、初期資金の調達が困難であった。
・また、発電所の運営能力もないため、施設の維持管理及び、安定して収支が確保できる
か不安があり、事業化の課題となっていた。

対策 【公募による設置運営事業者の選定】
・発電事業者（民間企業）に施設を貸し出し、施設管理者（土地改良区）が他目的使

用料を得ることとした。
・県が発電所の設置運営事業主体をプロポーザル形式で公募し、最も評価の高い

企画提案した企業を事業者として選定する。

②民間企業の資金力と運営力を活かした小水力発電の導入

8- 4 -



他目的使用契約の手続き

１．他目的使用契約の締結
施設造成者の承認のもと、民間・団体等の発電事業者と施設管理者は管理

体制や施設使用料、使用期間、その他の条件等について契約を締結します。
契約に基づき発電事業者（民間・団体等）は、原則として施設管理者に対し施
設利用料を納入します。

他目的使用契約等への記載事項

出典：「土地改良財産の管理及び処分に関する基本通達について」（昭和60年4月1日60構
改B第499号、平成23年1月11日22農振第1786号最終改正、構造改善局通達）

9

地区
概要

施設名称 荻野発電所［岩手県］

施設管理者 照井土地改良区

発電方式 水路式 出力13.5kW 有効落差1.9m 流量0.99 /ｓ

写真
等

特徴 ・バイパス水路設置可能な用地を確保できる落差工に、らせん水車を設置した。
・現在のスクリーンのピッチは、100mmであるが、らせん水車はゴミの影響が少ない

ことからピッチを200mm程度に拡大する予定である。

③落差工を活用したマイクロ発電（らせん水車）
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地区
概要

施設名称 安積疎水管理用発電所（福島県）

施設管理者 安積疎水土地改良区

発電方式 水路式 出力13.5kW 有効落差1.9m 流量0.99 /ｓ

写真
等

課題 ・全面的にメーカーに委託した場合は、非常に高額となり、収支を圧迫してしまう。そのた
め、地元の設備業者に委託することで経費を節減することを検討した。

対策 ・施工時に請負をした地元の設備業者及び、近隣の設備業者に維持管理費の見積もりを
徴収し費用を比較検討するとともに、メーカーしか出来ない整備内容と地元の設備業者で
も可能な点検整備の内容との仕分けを行い、経費の節減を図った。

④地元設備業者を活用した維持管理節減

11

１．土木施設の維持管理
土木施設の定期的な点検と維持管理を行うとともに、豪雨、台風、地震時の

異常気象の前後には、必ず随時点検を実施し、必要に応じ対策を講じます。

管理方法
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管理方法
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２．機械電気設備の維持管理
機械電気施設の巡視点検を実施し、異常を早期発見することが重要です。

また、計画的に通常点検・細密点検を実施し、安全な運転を確保するほか、異
常事態発生時には必ず臨時点検を行います。

管理方法

14- 7 -



３．送配電設備の維持管理
送配電設備には架空式と地中式があり、方式によって維持管理の内容が

異なりますが、定期的な巡回及び点検のほか、異常事態発生時には必ず臨時
点検を行います。

管理方法

15

地区
概要

施設名称 長橋溜池発電所（青森県）

施設管理者 五所川原市南部土地改良区

発電方式 ダム式 出力10kW 有効落差5.0m 流量0.41 /ｓ

写真
等

課題 ・かんがい期の用水は底樋を自由水面を持った流れで流下しており、溜池の水位と放
流地点の水位差を利用する小水力発電を行うことは難しく、発電のポテンシャルはある
ものの構造的な課題があった。

対策 ・既設底樋を圧力管タイプに改修し、吐出部に仕切弁（φ800）を設置して流れがクロー
ズド（満流）状態となるように構造を改修する。さらに、仕切弁の直前にバイパス管を設
けて水車発電機を接続する。

⑤既設底樋の改修（圧力管タイプ）による ため池の有効落差の活用
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構造及び維持管理状況
１ 構造

２ 維持管理状況

底樋
（緊急放流・維持管理等口径大）

底樋
（緊急放流・維持管理等口径大）

堤体 堤体

ため池 ため池 水力発電に利用可能
な有効落差を創出

17

３ 参考資料

③電気事業法（選任・届け出が必要なものの概要）

②電気主任技術者、ダム水路主任技術者の専任範囲

①電気事業法に関する協議一覧表
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①電気事業法に関する協議一覧表
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②電気主任技術者、ダム水路主任技術者の選任範囲
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③電気事業法（選任・届け出が必要なものの概要）
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平成２７年度 愛知県農業用水小水力等発電推進協議会
小水力等発電導入技術力向上地方研修 太陽光発電

1

太陽光発電の特徴

2- 13 -



平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
(7 3⽉)

太陽光（10kw以上） 40円+税
[20年]

36円+税
[20年]

32円+税
[20年]

27円+税
[20年]

太陽光（10kw未満） 42円+税
[10年]

38円+税
[10年]

37円+税
[10年]

33円+税
[10年]

⽔⼒(200kw未満) 34円+税
[20年]

34円+税
[20年]

34円+税
[20年]

34円+税
[20年]

⽔⼒(200kw以上
1000kw未満)

29円+税
[20年]

29円+税
[20年]

29円+税
[20年]

29円+税
[20年]

(調達価格1kWh当たり)

※１ 4/1～6/30は、利潤配慮期間として、29円+税

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html
経済産業省 資源エネルギ庁 hp より

固定買取価格制度の調達価格（推移）

※１

3

改良区の屋根を利用した事例
〔群馬県 渋川市〕

集落排水処理施設の屋根を利用した事例

〔岡山県 備前市〕

屋根設置のポイント

•南向き30度傾斜が⾼効率。

•屋根の耐荷重に注意。
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集落排水処理施設の

水槽上部を利用した事例

〔 京都府 亀岡市〕

吐水槽の上部を利用した事例

〔岡山県 備前市〕

構造物設置のポイント

•構造物の耐荷重に注意。

•維持管理性確保のため設置場所に制限。

5

法面を利用した事例

〔兵庫県 加古川市〕

法⾯設置のポイント

•法⾯の安定性に注意。

•南向きが⾼効率。
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ため池の水面を利用した事例

〔大阪府〕

⽔⾯設置のポイント

•⽔位の変動、流速⼤は不可。

•発電効率は⾼い。

•⼯事費は割⾼となるケースが多い。

7

水路の上部を利用した事例

〔岐阜県 各務原市〕

〔福島県 南相馬市〕

⽔路設置のポイント

•架台が割⾼となるケースが多い。

•アレイの⽅⾓が限定される。
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ファームポンド上部を利用した事例

〔 愛知県 豊橋市〕

ファームポンド設置のポイント

•架台が割⾼となるケースが多い。

•維持管理性に配慮。

9

導⼊可能性の
検討

設計・協議

諸⼿続
施設整備

発電施設導入の流れ ＜太陽光発電＞

（１年） （１年） （１年）
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必要面積の目安

11

計画に対する助成制度（ソフト事業）の活⽤（必要に応じて）

導
⼊
可
能
性
の
検
討

建設に対する助成制度（ハード事業）の判定（必要に応じて）

電⼒会社と
の事前相談

光害注意
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13

14

廃⽌
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他⽬的使⽤ 発電所建屋等

15

１）設備認定

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html

16- 20 -



２）系統連系

17

https://www.chuden.co.jp/business/saiene/sai_low/index.html

（配電線も確認）

17

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/index.html
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19
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項 ⽬ ⾦額（円） 備 考

①収⼊ 売電収⼊ 1,233,630円 年間発電量 45,690kWh
買電単価 27円/kWh
45,690×27 ≒ 1,233,630円

②⽀出 原価償却費 425,000円 ⼯事費 17,000,000 円
負担率 0.50 償却20年
17,000,000÷20×0.50
≒425,000円

直接費 360,000円 ⽇常点検 60,000円(隔⽉1回、半
⽇)
修繕・保守 300,000円

その他 利息・納付⾦（必要に応じて）

③収⽀ ①－② 448,630円

(20年） 8,972,600円 ③×20年

上記金額は全てイメージです。H27中央研修資料より抜粋

経済性評価算定例
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補助率
（国費率）％

10kW以上 補助率
（国費率）％

10kW以上

50 5.91 70 8.28

55 6.50 75 8.87

60 7.09 80 9.46

65 7.69 85 10.05

66.67 7.88 90 10.64

出典：農業水利施設を活用した小水力発電に係るＱ＆Ａ
平成27年5月：農村振興局水資源課：農村整備管

納付金算定例

国の補助により整備し、固定買取制度により売電する場合、農村振興
局通知の納付金を算出します。

補助率が50％、年間発電量が45,690kWhとした場合、
納付金 ＝ 45,690kWh × 5.91円/kWh ＝ 270,028円

農村振興局補助事業の補助率（国費率）毎の納付単価早見表

23

ご清聴ありがとうございました。

よりいっそうの推進をお願いいたします。
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⼟地改良区における
複式簿記の導⼊をめぐる状況と
複式簿記の基礎知識

平成２８年２⽉２９⽇
⽔⼟⾥ネット愛知 総務部総務課

早 川 晃 ⽣

1

◆複式簿記をめぐる近時の状況
平成２３年４⽉ 国から⼟地改良区会計基準通知の発出

平成２４年４⽉ 会計ソフト『⽔⼟⾥ネット会計』システム開発

平成２６年度
国の公募事業として、全⼟連による複式簿記会計
研修が開始される

平成２６年６⽉
公会計の複式簿記への移⾏⽀持通達を総務省が発
出

平成２７年１⽉ 国から『統⼀的な基準による地⽅公会計マニュア
ル』が公表される

平成２７年３⽉ ⼟地改良区の複式簿記会計移⾏の⽀援強化指⽰
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◆単式簿記と複式簿記
単式簿記 複式簿記

作成される
財務諸表

事業報告書
収⽀決算書
財産⽬録

事業報告書 収⽀決算書
財産⽬録 貸借対照表
正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記

取引記帳の
基本概念

現⾦主義
※現⾦の出⼊りがあった

時のみ取引を記帳する

発⽣主義
※権利義務が確定したら

現⾦の出⼊りがなくとも
記帳する

3

◆複式簿記とは  貸借対照表（資産・負債の
情報について） 

単式簿記との違い① 資産・負債の情報が会計数値として
残る（貸借対照表）

《例》パソコン１台を100,000円で購⼊し、普通預⾦で⽀払った。

単式簿記

複式簿記

収⽀決算書

収⽀決算書

貸借対照表

⼯具器具等購⼊⽀出 100,000円

⼯具器具等購⼊⽀出 100,000円

⼯具器具等 100,000円
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◆複式簿記とは  現⾦主義でなく発⽣主義 
単式簿記との違い② 現⾦主義でなく発⽣主義で記録する
《例》⼟地改良事業において平成28年3⽉に⼯事を実施、

費⽤として4⽉に100,000円を⽀払った。（3⽉決算）

単式簿記

複式簿記

収⽀決算書

収⽀決算書

貸借対照表

（記録なし）

⼯事費⽀出
100,000円

3⽉⼯事完了時 4⽉⽀払時

⼯事費⽀出
100,000円

（記録なし）

未払⾦
100,000円

未払⾦
△100,000円

5

◆複式簿記とは
単式簿記との違い① 資産・負債の情報が会計数値として

残る（貸借対照表）
• 現預⾦の収⼊・⽀出だけでなく、その結果として得られた資産（⼟地や

建物、債権など）と残った負債（借⼊⾦や未払⾦など）を会計数値と
して記録し、資産と負債のバランスを⾒る。

• 単式簿記では資産・負債が会計数値で残らない。（財産⽬録は、厳密に
は簿記に組み込まれた会計帳簿ではない）

単式簿記との違い② 現⾦主義でなく発⽣主義で記録する
• 発⽣主義は、期間損益（期間収⽀）をみる上で極めて重要な概念であり、

実際の現⾦の収⼊・⽀出時点ではなく、その収⼊・⽀出のもととなる事
象が発⽣した時期（＝権利や義務が確定した時点）で収⽀を記録する。

• 発⽣主義では、現⾦の出⼊りがない収益・費⽤が計上される。例えば、
未払⾦の計上、減価償却費、退職給付引当⾦など。
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退職積⽴
27万円

◆発⽣主義について  将来⽀出の積⽴ 
《例》Ａ⽒の退職⾦を年間12万円ずつ積み⽴てる。

平成30年6⽉に退職。

単式
簿記

複式
簿記

収⽀決算書

正味財産増減
計算書

貸借対照表

退職積⽴
12万円

退職積⽴費⽤
12万円

年度末

平成28年 平成29年

年度末

退職積⽴
24万円

退職積⽴費⽤
12万円

退職積⽴
12万円

退職積⽴
24万円

退職積⽴
27万円

退職積⽴
0万円

退職積⽴費⽤
3万円 ―

平成30年

6⽉末 年度末

退職⾦⽀出
27万円

将来の⽀払額を、⽀払までの期間にわたって⽀出計上（費⽤計上）する。

7

◆発⽣主義について  減価償却 
《例》パソコン1台を12万円で購⼊し、3年間使⽤する⾒込み。

単式
簿記

複式
簿記

収⽀決算書

正味財産増減
計算書

貸借対照表

―

減価償却
4万円

取得時

平成29年 平成30年

年度末

―

減価償却
4万円

備 品
12万円

備 品
8万円

備 品
4万円

備 品
0万円

減価償却
4万円―

平成28年

年度末 年度末

―取得⽀出
12万円

取得額を、使⽤する期間にわたって⽀出計上（費⽤計上）する。
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◆複式簿記を採⽤することの意義

正味財産増減
計算書

貸借対照表

減価償却
4万円

取得時

平成29年 平成30年

年度末
減価償却

4万円

備 品
12万円

備 品
8万円

備 品
4万円

備 品
0万円

減価償却
4万円―

平成28年

年度末 年度末

資産の取得額を、試⽤期間にわたって減額していく。
↓

資産の使⽤に伴う価値の減少が、帳簿上、常に明らかになる。
↓

修繕費や更新事業費の積⽴を効率的に⾏うことができ、
効率的な資産管理や、ライフサイクルコストの低減を図ることができる。

使⽤に伴う価値の減少

9

◆複式簿記を採⽤することの意義

資産管理の
効率化

①資産価値の減額を適時に把握することで、効率的な
資産管理（的確な予防保全や更新事業の実施）が
可能になる。

②資産のライフサイクルコストを低減できる。

記帳誤りや
不正の防⽌

①収⽀と資産／負債の帳簿が紐つくことにより、
資⾦管理と資産管理が⼀体的に⾏われる。

②これにより、記帳ミスや不正の発⾒が容易になる。
③不正発⽣の抑⽌効果も期待できる。

コスト意識を
⾼める

①組合員が「発⽣主義」の考え⽅を⾝に付けることで、
当年度に対応する収⼊と⽀出を⽐較するクセがつき、
組合員のコスト意識を⾼めることができる。

②資産の取得費や退職⾦などの将来⽀出を、対応期間に
わたって計上することで、コスト回収の意識が⾼まる。
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◆複式簿記の導⼊に必要な３つの要素

導⼊初年度の
期⾸における

各資産・負債の⾦額

⼟地改良区会計基準、
同別紙２に基づき、⼟地改良
施設や施設使⽤収益権の評価、
及び退職⾦要⽀給額の計算等を
⾏う。

特に固定資産の評価（固定資産
台帳の作成）に⼿間がかかる。

複式簿記に対応した
システム

全⼟連がシステム会社と
共同開発した
「⽔⼟⾥ネット会計」や、
その他の市販ソフトなど。

市販ソフトの場合、初期設定に
⼿間がかかる可能性がある。

複式簿記の知識を
もった経理⼈材

⽇商簿記３級の知識があれば
対応可能。
新規採⽤する必要はなく、
経理担当者に⽇商３級の
資格講座などを受講いただけれ
ば実務は可能。

11

◆さいごに

○複式簿記は、⾦銭を扱う組織体の適切な運営には必要不可⽋との
考え⽅が⼀般的になってきている。

○インフラの⽼朽化に対応するため、効率的にインフラ維持コスト
をまかなわなければならない。
⇒減価償却の考え⽅。

○複式簿記の導⼊は、ゴールではなくスタート。

○複式簿記で得られた数値から、何を読み取り、それを将来の
改良区の運営にどう活かしていくか。
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