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平成 3 年度農業土木技術研究会研修会の御案内

農業土木技術研究会

農業土木技術研究会 の平成 3 年度研修会 を下記 に よ り 開催 し ます の で, 多数御参加下 さ る よ う御案内い た

しま す ｡

1 . 課 ･ 題 ｢ 現場技術者 の た め の仮設計画+ , 最新 の 多様 な 技術 を現場技術者 の 方々 が 講演 さ れ ま す ｡

2 . 期 日 平成 4 年 2 月2 0 日 ( 木)

3 . 場 所 科学技術館 サ イ エ ン ス ホ ー ル ℡0 3-32 12 -84 71

交通 ･ 地下鉄東西線 ｢竹橋+ 下車徒歩 5 分

乗京都千代 田 区北ノ 丸公園2 -
‾
1 ･

東京駅 よ り タ ク シ ー で約1 0 分

4
.

プ ロ グ ラム

1 0 : 0 0 ～ 1 0 : 1 5

1 0 : 1 5 ～ 1 0 : 3 0

1 0 : 3 0 ′
～ 1 1 : 1 0

11 : 1 0 ～ 1 1 : 3 5

11 : 3 5 ～ 1 2 : 0 0

13 : 0 0 ～ 1 3 : 2 5

13 : 2 5 ～ 1 3 : 5 0

1 3 : 5 0 ～ 1 4 : 1 5

14 : 1 5 へ ノ 14 : 4 0

14 : 4 0 ～ 15 : 0 5

1 5 : 2 0 ′ ) 15 : 4 5

1 5 : 4 5 ′ ) 16 : 1 0

1 6 : 1 0 ′
～ 1 6 : 3 5

1 6 : 35 ′･ ) 1 6 : 4 5

5
. 参 加費等

6
. 参加人数

7
. 申込 方法

開会挨拶 農業土木技術研究会会長

農業土木技術研究会賞授与

行政官 の 技術

農林水産省構造改善局施 工 企画調整室長

フ ィ ル ダム の 道路計画

東北農政局浅瀬石川農業水利事業所板留支所長

名蔵ダム 建設工 事 に お け る濁水流出防 止対策

沖縄総合事務局石垣 農業水利事業所工事課第2 課長

( 昼 食)

管水路 の 監査工 仮設 工 事計画

静岡県西部農林事務所主幹

農業集落排水処 理場躯体 工事 の 仮設土留

愛知県
一

宮農地開発事務所専門員

西蒲原排水事業 に お け る大通川放水路 の 施 工

北陸農政局西蒲原農業水利事務所工事第1 係長

農地造成 工 事 に お け る濁水対策

近畿農政局丹後開拓建設事業所工事第1 課長

急傾斜配管 に お け る仮設計画

扶桑建設 工 業㈱高松支店主任

(休 息)

超軟弱地盤 に お ける 樋門 工事 の 仮設計画

九州農政局有明海岸保全事業所 工 事係長

鋼橋 工事 に お け る仮設計画

川崎製鉄㈱鉄鋼海洋技術室係長

軟弱地盤地帯に お け る長大橋下部 工事 の仮締切等仮設工 事

北海道釧路支庁農業振興部耕地課主任

閉会挨拶 農業 土 木技術研究会編集委員長

(1) 研修会参加費 会員 5
,
0 00 円 非会員 8

,
0 0 0 円

(2) テ キス トの み 会員 2
,
0 00 円 非会員 4

,
0 0 0 円

定貞4 00 名 会場 の 都合 で 定員 に な り次第締 め切 り ま す ｡

参加希望 の方 は下記 に よ り申 し込 み く だ さ い
｡

(1) 申込期 日 平成 4 年 1 月1 0 日 ( 金) ま で

(2) 申込 先 〒1 0 5 東京都港区新橋 5 丁目3 4 番 4 号

農業土木会館内

農業土木技術研究会 ℡ 03 (34 3 6) 1 9 60

内 藤 克 美

増 井 久

関 口‾光 司

青 山 貞 二

岩 倉 力

服 部 芳 之

小 林 宏

泉 本 和 義

松 井 伴 実

山 内 洋
一

上 村 明 弘

金 山 慎

片 岡 泰



水 と土 第8丁号 報文内容紹介

農村 環境 に 配慮 した 土地 改良 施設 に つ い て

岩 瀬 俊幸

農村の 自然環境 や 生活環境の 保全 に関 わる 社会的要請 の高

まりか ら , 土地改 良施設 に つ い ても施設 の機能 , 安全性, 経

済性の 確保 だけで なく, 農村環境 にも配慮 した施 設 とす る こ

とが必要で ある
｡

この た め 環境の 形成要素 の
一

つ で あ る土地

改良施設の 設計 の基本 と して
, 農村環境 に配慮 する こ との 現

代的な意義
,
環境 の 特徴を とら える視点, 設計の 技術指針( 試

案) な ど に つ い て述 べ る ｡

(水 と 土 第8 7 号 19 9 1 P . 2)

土地 改良 事業 と ｢ せ せ ら ぎ遊園 の ま ち+ づ く リ
ー

｢ 農業 水利 施設 高度 利用 事業 甲良 地区 一

中江 修
一

郎

扇状形 の地域 の 水田 と集落 を樹枝状 に縫 っ て 展開し
,

地域

の人々 の生活 と 密着して い た水路網 が か ん が い 排水 と ほ場整

備で 大変貌 する こ と になり
,

水環境 が大 きく影響 され る た め ,

その 対策 と さ らに は歴史的 に形成 さ れて きた 機能 と形態 の一

部 を保存す る 方策 と して 農業水利施設高度利 用事業 を実施 し

て い る ｡ そう して本地区 は
,

従来 の こ の種 の事 業 と異な り,

住民主導型 の推進 方法で取 り組ん で い る の で その概 要 に つ い

て 報告す るも の で ある ｡

( 水 と土 第87 号 199 1 P. 16)

水路 の 生 態系 保全 一 魚 とホ タ ル の 保護 ･ 育成

端 憲 二

身近 な所に 豊か な自然 を回復 し よう と , 魚類や ホ タ ル な ど

の保護
･

育成 が 試み ら れ る よう に な っ て き-た
｡

土地改良事業

で も, 水路 改修 の 機会 に地元 か ら この よ うな要望 が寄せ られ

る こ と も珍 しくな い 現状 で ある ｡ しか し ,
この 種 の技術 は経

験 に よ る部分 が 多く, 今後 さ ま ざま な試み を蓄積 して
, 地域

の 実情 に あ っ た技術 を整 えて ゆか なけれ ばな らな い
｡ 本論 で

は
,

魚類 やホ タ ル の保 護
･

育成 を試 み る上 で 参考 と なる原理

的
･ 基礎的事項 を述 べ た ｡ (水 と土 第8 7 号 19 9 1 P

. 2 9)

福 岡導水 取水 口 の 設計
一 魚 類 の 迷 入防止 対策 の 例 一

神 林 実 字 藤 山 隆

福 岡導水事業 は
, 福 岡都 市圏5 市11 町 に水道用水 と して 筑

後川 か ら約2 Ⅰ廿/ s を揚水 し , 福岡地 区水 道企業団の 牛頸浄水

場ま で 導水す るもの で ある
｡ 筑後 川 はア ユ を始 め多数 の 魚類

が 生模 し
,

内水面漁業 の盛 ん な川 で あり, 揚水機場 の取水 口

を設計 するに 当り, 魚類 の迷入防止対策 を検討 した
｡ 取水 口

に設置 さ れた各種 の 迷入防止対策に つ い て 説明す る
｡

(水 と土 第8 7 号 19 9 1 P . 4 1)

水環 境整 備計 画 を策定 す る に あ た っ て

鈴木 正 彦

平成 三 年度, 農村 にお ける豊 か な自然環境 を生 か し
, 農 業

水利施設 の 有す る多面的機能 と して の 親水機能 の向上 を目指

し た ｢水環境 整備事業+ が ス タ
ー

トした ｡

こ の事業 の 実施 にあた っ て は ,
これ まで の 土地改良 に関 す

る技術 に加 え
,

造園
,

建築
,

生物 学等 幅広 い 技術が 必要 で あ

り
, 事業 の取 り組む 視点も従来 と は臭 っ た視点が 必要で あり ､

本事業 に つ い て の 基本的な考 え方, 計 画 ･ 設計上の 留意点 に

つ い てふ れ て み たもの で あ る ｡

( 水 と土 第87 号 19 91 P. 8)

景観 に配 慮 した農 道整 備
-

｢ 農免農 道 ｢ 西村 地 区+ の 事例 報 告
一

森 修 二 岡本 憲 治

最近の 厳 しい 農業情勢に より, 農家の 営農意欲 の減退 が 目

立 つ なか
, 需要創造型農業 , 市場対応型農業 へ の転換 を目 ざ

して
,

地域 の 特産物や農村 の 自然資源 を活用 し つ つ 地域 の 活

性化 を図 るた め
, 都市住民 と の 交流の 場,

ふ れ あい の場 を創

造 す べ く , 革免農道計画 と一体 的に オ リ ー プ公園 の整備 をす

る こ と とな っ た ｡
こ れ に伴い 農免農道工 事 にお い て も

, 景観

に配慮 し潤 い の あ る
, 心 の やすら ぎの 得られ る農道 を目ざし

て 実施 した ｡

(水 と土 第8 7 号 1 99 1 P. 23)

魚 に や さ しい 排 水 路整備 を目指 して

広 部 圭 一

当地域 に お ける 主な河川 は , そ の ほ と ん どが 漁業者に よ る

サ ケ マ ス ふ 化及 び放 流事業が 実施 され て お り
, 魚族の保 護上

そ の 環境保持が 求 め られて い る
｡

しか し河川 の整 備改修 に つ

い て は
,
そ の 目的か ら自然環境 を100 % 維持 し魚族 を保護 す る

こ と は非常に困難 なこ と とな るが , 地区事業実施 の なか で
,

地域 漁業との 協議調整 に よ り検 討 された 明渠排水路 の施 工 に

伴う 工 法及び施工 され た施設 に つ い て 紹介す る もの で ある
｡

( 水 と土 第87 号 199 1 P
. 3 7)

水 質 障書対 策事業 実施 事例
一 点 薬用 水 の 水 質浄化 の ため に 一

大 久保毒夫 木 村 正 清水 勝也 波多野 敏 明

水質障害対策事業 の 実施事例 と し て , 岡山県が 事業主体 と

な り事業実施 中の , 山南地区 に つ い て
, 水質浄 化処理施設 を

中心 に
,

概要 を紹介 す る
｡

( 水 と土 第87 号 19 91 P . 47)

- 1 - 水 と土 第 87 号 1 9 9 1



堺市 に お け るた め 池環 境整 備事 業
一 菰池 の 水 質改 善及 び親 水空 間の 創造 一

西 上 勝

都市化 の進展
,

生活様 式の 変化 に よ り生活排水 が増加す る

一

方で
, 下水道整備 の遅 れ が

, 混住化地域 の水質を悪 化 し
,

た め 池の 環境問題 が重大 とな っ て きた ｡ 本市 の ため 池 は
, 地

区共有財産 と い う条件 に縛られて
,

事業化 に 当り問題 点 を多

く抱 えて い るが
, 未来 を指 向した多面的 な活用 に対 して , 地

域住 民参加型の 計画論 や技術, 管理体制 を確立 して 時代 の ニ

ーズに応 え る親水空間 を創造す る必 要が あ る と思わ れ る
｡

(水 と土 第8 7 号 1 99 1 P
. 58)

-

11
- 水 と 土 第 87 号 19 9 1



【巻 頭 文】

地球 に や さ し い 土地改良技術

山 口 保 身
*

1 ･ 日 本の 伝統 ･ 文化 を 育ん で き た 水田 稲作農業

我 が 国 の 国土 は欧米 に 比 べ て 急峻で あ り, か つ 降雨量 は倍近 い
｡ 当然土 壌 の 流亡 も多 い はずで ある の に ,

我 が 国 の 農業 は, 現在世界 の 中で も最 も 長 い 歴史 を持 つ も の の
一

つ で ある ｡ 新潟県の 山村 で ある 奥三 面( お

く み お も て) 地区で は約 五 千年前 の 農業 の 痕跡 が ある と も 云 わ れ て い る が
, 稲作の 起源 と して は三 ～ 四 千

年前で あ ろ うか ｡ 世界 の 四 大文明 の い ずれ も が, 農業 を基盤 と して興 り なが ら 現代 に至 る ま で 永続的 に 農

業 を保持 して き た と は い えず, 日本 の 農業 は希有 の 例 で あ ろう
｡

今流行 の言葉で 云 う な ら ば ま さ に S u s t ai n a bl e A g ric ult u r e ( 持続的 な農業) で あ る
｡

こ の よう な 永続性 を保証 し た の は, 水 田稲作 と い う農業 の 形態 で あ ろう｡ 全国 の水 田 の貯水能力 は既存

の ダム の 総貯水量 の3 倍 と も 云 わ れ , 最近 の 農林水産省 の試算 に よ れ ば, そ の 価値 を換算 す る と1 2 兆円 と な

っ て い る｡ 日 本 の 耕地面積 は, ア メ リ カ の そ れ の 1 % 程度 で あり な が ら 妬の 人 口 を保持 して い る こ と を見

て も , 日本 の 農地 の 生産性が 高 い こ とが 実感 で き る｡ 特 に 水田 は 周囲 の 自然 と 調和 し, ｢ 緑+ と い う人 に 優

し い 景観 が 展開 さ れ て い る の も 日 本人 に と っ て は馴染 み の 原風景 で あ る｡

2 ･ 曲 が り 角 に来 て い る欧米 の 農業

そ れ に 比 べ て ヨ ー ロ ッ パ の 農業 は必ず しも ｢地球 に 優 し い+ と は云 え な い
｡ 例 え ば地下水 の硝酸塩汚染

が 顕在化 して い る
｡

こ の 背景 と して は近年農業生産 が増大す る な か で
, 品種改良 と相侯 っ て , 施肥量が 増

加 し た こ と, 畜産農家 の
一

戸当た り の規模拡大 と集約化が 進 み
, 家畜糞尿 の排出量が 増大 し た こ と, 等が

挙 げら れ る と さ れ て い る｡ 特 に こ の 現象 は最近の 自由化で 東欧旧共産圏諸国の 事情が 明 らか に な る に つ け

注目 さ れ る よ う に な っ て き た｡ ま た ア メ リ カ に お け る土 壌流亡 の歴史 は つ と に 有名 で あり, ｢ ア メ リ カ の 食

料輸出は土壌 の 輸出+ と云 わ れ る 所以 で ある
｡

こ れ ら へ の 反省 か ら 欧米各国 は今 さか ん に 先述 した S u a t ain a bl e A g ric ult u r e 又 は S lユS t ai n ab l e D e v el-

o p m e n t を主張 す る よう に な っ て き て い る
｡

19 9 0 年 の ア メ リ カ の 新｢農業法+ は, で き る だ け農薬 や肥料 を

少 な く使う永続性 の あ る シ ス テ ム を め ざ して い る｡ ま さ に テ レ ビの 人気番組 ｢大草原 の 小 さ な家+ へ の 回

帰で ある
｡ 又 ヨ

ー

ロ ッ パ で1 9 8 5 年 に採択 さ れ た ｢緑 の ヨ ー ロ ッ パ+ 共同宣言 で も家族経営農業 を重要視 し

て , 条件不利地域 で も 個人 農家 の 定住 を め ざ し て い る , と 云 わ れ て い る｡

3 ･ 農業 は 水 と土 で演 じ ら れ る生命 の 輪 廻

今や 世界中が 産業廃棄物 で あふ れ よう と して い る と き, 農林水産業で 生産 さ れ る も の は全 て有機質で あ

る
｡

又農林水産業 の 廃棄物 も 又有機質 で, 生物 に よ り分解 さ れ, 土 に 戻 っ て い く
｡ 或 い は汚染 さ れ た水 も

土 の 中を透 っ て い くう ち に , 土粒 子 に 吸着 さ れ た り,
バ ク テ リ ア に 分解 さ れ た り して浄化 さ れ て い く ｡ 地

球が 何千万年か 何億年演 じ て き た ド ラ マ に人間が 業 と して 参加 す る よう に な っ て た か だ か 何千年, 最 も 自

然 の 理 に 適 っ た業 で あ り, 理 に 逆 らわ な い 限 り こ の 先何千年 で も 永続可能 な 業 な の で あ る｡ こ の 産業 の 資

源 は 限り が な く, エ ネ ル ギ ー も 限 りが な く , 廃棄物処 理 も ま た 限 りが な い
｡

こ の 生命 の 輪廻 が行 な わ れ る

場が 農村 な の で あ る ｡

4 ･ 農業 を育 て る農村 を守 る の は 土 地 改 良技術

農業 の 持 つ 環境保全機能 を定量的 に 評価 し て, 流域 , 或 い は地域的広 が り の 中で, 環境保全 上 望 ま し い

土 地利用計画 を た て る｡ 更 に 地域農業 の 生産計画 と, 望 ま し い 土 地利用計画 と を調和 さ せ る｡ 無機質資材

の 投 入 を減 ら し, 永続的 な農業 を可能 な ら し め る個別作物 の た め の 生産技術 の 開発 と 活用 を進 め る｡ そ し

て 輪作体系や 田畑輪換 な ど耕地内で の 有機質循環 を促進す る
｡

上 流か ら下流 へ の 水 の 流れ を利用 し た地域

レ ベ ル で の 環境保全型農業 シ ス テム の確立 を図 る｡ 等 な ど農業 と そ の場 で あ る農村, 又 農村 の 住人 た る人

間 の 保護 と活性化 こ そが ｢地球 に優 し い+ 土 地改良技術の 役割 で あ る と 云 え よう｡

* 農林水産 省構造改善局事業計画課 長
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は じめ に

農村 は国民 に 対 す る食料 の 供給 の場 で あ り
, 農

家 な ど地域住民 の 生活 の 場 で も あ る｡ ま た
,

豊 か

な水 と 緑 に 恵 ま れ潤 い と安 ら ぎに 満 ち た 空間 で あ

り, 自然 の生態系 と調和 した 生産活動 を通 じ て 自

然環境 や 国土 の 保全形成 に も 大 き な役割 を果 た し

て い る｡

近年, 国民 の 価値感 が 多様化 し
, 質的精神的 な

充足 を重視 す る方向 へ 移行 して 来 て い る が, こ の

よ う な変化 は, 農村 の 自然環境 や 生活環境 に 対 す

る 評価 を 高め , ま た
,

そ の 保全 に 十分 な配慮が 必

要と の 認識 を高 め て い る
｡

こ の よう な 社会的要請 に 対応 す る た め
, 農業農

村整備事業 は, 従来 の農業生産基盤 の 整備 に加 え,

農村 の 生活環境 の 整備 や 農地 の保全 を図 る こ と に

よ り, 農家 の み で な く都市住民 に も 開か れ た快適

で 潤 い の ある農村 を造 っ て行 く こ七 と し て い る
｡

こ の た め土 地改良施設 に あ っ て も施設 の機能,

安全性, 経済性 の 確保 だ けで な く, 農村環境 に も

配慮 し た施設 と す る必要性 が 強調 さ れ て い る｡

よ っ て ,
こ こ で は農村環境 に 配慮 す る こ と の 現

代的な 意義 と そ の 視点及び技術基準 に つ い て述 べ

る こ と と す る
｡

1 . 農村環境 に 配慮する こ と の 意義

近年, 都市や 農村 の 整備 に 閲 し環境 や景観 へ 配

慮 する こ と が 要請 さ れ て い る
｡

こ の 背景を明確 に

区分す る こ と は 困難 で は ある が, 1) 経済的 な合理

* 農林水産 省構造改善局設計課

岩 瀬 俊 幸
*
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… … … … ‥ 7

性 や 機能性 の み を重視 して 施設 を整備 し て来 た こ

と へ の 反省,
2) 急速 な社会 の 変化 で 失 っ た精神的

安定 を求 め る現代人 の 自然 な 要求 が ある と見 る こ

と が で き る
｡

つ ま り, 第
一 は, 経済活動 に お い て 地域 と の結

び付 き や 社会活動 を排 して効率 の み を追及 して き

た よう に, 施設 の 造成 に お い て も地域性 や 自然風

土, 緻密さ や 人間的な 感性 を軽視 し
,

マ ニ ュ ア ル

に よ っ て 画
一

的 な設計 を行 な い , こ の た め景観 が

単調 な も の に な っ た り無機的で 面白味 の な い も の

に な っ て い る こ と ｡ ま た, 農村 に , 都市型 の 土木

技術や 都市公園 の マ ニ ュ ア ル を安易 に 適用 し て 土

地造成 や農村公園が造 られ , ｢ 農村 ら し さ+ が壊 さ

れ て 来 た こ と な ど, 無秩序 な都市化, 地域性 の 喪

失 , 精神的荒廃 な どが 進ん だ こ と に対 す る 反省で

あ る｡

第 二 は, 心 に 残 っ た風景 を 思い 出 し味 わ い 直す

こ と が 心 の平静 を保 つ の に 良 い と 言わ れ てい る よ

う に
, 人々 の 生 ま れ育 っ た 場所 や 子 供 の 時 に 慣れ

親 しん だ世界 は精神的な 安 ら ぎを与 え るが , そ の

よ うな 点で 農村 の景観 は, 精神的安定 を求 め る現

代 人 の ｢ ふ る さ と+ と重視 し て お り, 急速 な社会

の変化 の 中 で, そ れ が荒廃 し て行く こ と に 危機感

を抱く た め で あ ろう｡

こ の よ う に , 国民 の ニ ー ズ が 質的精神的な充足

を重視 す る方向 へ 変化 して 来 て い る こ と に 伴 い
,

都市化 の 中で 失 っ た 自然 の 豊 か さ, 潤 い と安 ら ぎ

と い っ た ｢ 農村 ら しさ+ に 対 す る認識 や 評価 が よ

り高 ま っ て い る
｡

今, ｢ 農村 ら し さ+ の 復権 が各方面 で 叫ばれ て お
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り
, 農業農村整備事業 に つ い て も例外 で は な い が ,

そ の 中で 環境 や 景観 に 配慮す る こ と の 意義 は, 近

代化 の 中で 失わ れ た ｢ 自然の 豊 か さ+ や ｢ ふ る さ

と+ を, 都市 と は違 っ た 農村空間 に 実現す る こ と

で あ る と考 え る｡

2
. 農村 環 境 に 配 慮す る た め の 視点

農村空間 の特徴 は,
1) 広々 と し た緑 の 空間,

2)

人間に よ っ て馴 さ れ た自然, 3) 地勢 に 沿 っ た農地

や 集落, 4) 農業 が 営 ま れ る統
一

的 な風景, 5) 平凡

で 派手 さ は な い が 安 ら ぎの あ る風景 と い っ た言葉

で 表わ され る｡

農村環境 の 整備 を進 め る に 当 た っ て は, 長期的,

計画的 な観点か ら真 に価値ある施設 を造成 す る た

め
,

生産 と 生活 の 融合 し た風景 で あ る農村環境 の

特徴 を踏 ま え, そ れ を 環境 の 形成要素 の
一

つ で あ

る施設 の 中 に 表現 して い く こ と が 必要 で あ る
｡

こ

の た め景観設計 に 当た っ て は, 次 の よ うな 視点 か

ら農村空間 の 特徴 を形成 して い る要因 を 把握す る ｡

1) 機能性

農村空間 を構成す る施設 は農業生産 や 農村生活

に 密着 し て機能的で ある ｡ 先人達 は, 生産基盤 と

して 土 地 を均 し, 石 を積 み, 水 を 引い た が ,

‾
こ れ

ら の 作業 は人力 に よ っ た の で 田 畑 の 大 き さ, 農道

の 幅, 積 み 石の 高 さ な ど全て が 人間 に 優 し い 施設

と な っ て い る ｡ 美 し い 農村環境 が 維持 さ れ る た め

に は農業 が健全 に 営 ま れ て , 人 に よ っ て馴 さ れ た

自然 に も絶 えず手 が加 え ら れ て い る こ と が 前提 と

な る｡

2) 視覚性

農村 は水 と緑 と い っ た自然材本位 の構成で ある

の で見 た 目 に優 しい
｡

ま た 時間 と共 に樹木が 成長

した り, 石材 が風化 し た り , 苔 む した りす る こ と

に よ っ て 周囲に 融 け 込 む の で , 風景全体 が 調和 し

て い る｡

3) 自然性

農村で は, 例 え ば, 空積 み の 石 と 石 の 隙間 に は

小さ な動植物 が 棲 み, 水中 に あれ ば魚類 の 棲 み 家

と な る｡ 生 け垣 で は昆虫や 小鳥 の 生息, 採餌場 と

な る な ど多種多様 な 生物 の 生息が 保障 さ れ て い る ｡

4) 地域性

地域 の 風土 , 歴史, 伝統個性 を活 か す と い う視

点 で あ り, 都市, 農村 そ れ ぞ れ 地域 に よ り, 求 め

ら れ るも の は異 な る
｡

農村 で は, 同 じ材料 を使 っ て画
一

的 な風景 と な

っ て い る都市 と は異 な り, 地質, 地形, 気候, 植

生 に 応 じ た 固有 の景観 や, 地域 の 材料 と技術 を使

っ て 気候風 土 に 最 も適合 し た生活様式 が生 ま れ ,

そ の土 地 ら しさ を保持 し て い る ｡

5) 精神性

農村 は, 生物 と して の人間の 生活 に必要 な帰属

性 , 安定性 を持 つ 原風景 で あ り, 平凡 で 派手 さ は

な い が 現代 の都市景観か ら 失わ れ た安堵感, 言 わ

ば ｢ ふ る さ と+ ら し さ を感 じ させ る ｡

3 . 土 地 改良事業 と農村 環 境整備

農村空間に 対 す る評価 が 高 ま り つ つ あ る 中 で
,

従来, 土 地改良施設 は機能 を重視 し, 地域 の 特性

や 環境 と の 調和 と い っ た 面 の配慮 が 十分 で な か っ

た と の判断か ら, 今後, 土 地改良施設 に つ い て も

自然環境 と の 調和, 潤 い のあ る 生活環境, 国土 保

全機能 の 維持 に 配慮 して い く こ と を 内容 と す る

｢農村環境 に 配慮 した 土 地改良事業 の 実施 に つ い

て+( 平成 3 年 8 月 5 日付 農林水産省構造改善局

建設部長) 指 示 が な さ れ て い る｡

そ の 基本的 な 考 え方 は, 土 地改良事業 の目的自

体 を 変 え る も の で は な い が
, 社会的 な要請 を踏 ま

え て 農村環境 に 配慮 しな が ら事業 を 実施 して い こ

うと す る も の で ある｡
こ の た め環境 へ の 配慮 の 仕

方 に つ い て 実施形態 を分類 し, 土地改良事業 で 実

施 で き る範囲 を明 ら か に し て い る｡

環境 に 配慮 した施設 は利便性 , 快適性, 親和性

(人 と水, 人 と施設 の 触 れ合 い や 親 しみ が 増 す こ

と) を有 して お り, こ の よ うな 機能 は, 工 事 の 実

施形態 か ら見 る と , 個々 の 施設が 持 つ｢ 水 を流す+

｢ 車 を通 す+ と い っ た基本的 な機能 に , 1) 本来施設

の設計 上 の 工夫 ,
2) 付帯的施設 の追加 , 3) 独立的

施設 に よ る 対応 に よ っ て 発揮 さ れ る も の で あ る

(表 1 参照) ｡

こ こ で は, 取 り扱 っ て い る広義 の 土 地改良事業

の う ち, 土地改良施設 を造成 す る事業 を本来事業,

そ の 他 の 施設 を造成 す る事業 を別途事業 と 呼 ん で

い る｡ よ っ て , 農村環境 に配慮 し た土地改良施設

を造成 す る本来事業
‾
で は, ｢ 設計 上 の 工 夫+ ｢ 付帯

的施設 の 追加+ を実施 し, ｢ 独立的施設 に よ る対応+

は別途事業で 実施す る こ と と な る ( 図1 参照) ｡

つ ま り, 土 地改良事業 と は目的を異 に し, 農村

環境整備 を直接 の 目的 と す る も の に あ っ て は別途

ー 3 - 水 と 土 第 8 7 号 19 9 1



表一1 実施形 態 の 分類

実 施 形 態 の 区 分 考 え 方 事 例 ( 案)

(彰本来施設 の 設計上 の エ 夫 ･

本来施設 の 形状や 材料 に 設計上 の 工 夫 を ･ ダ ム
, 頭 首工 , 用排水機場, 橋梁 等の 色彩, デ

加 える こ と によ り, 利便 性 , 快適性, 親 ザイ ン の 工 夫

和性を発揮させ るもの
｡

･ 水路 の 線形 や護岸部材 (石積 み護 岸等) の 工 夫
･

農道 の 線形 や法留
, 舗装等の 材料 の 工夫

･

景勝樹■や 防風 林等を利用 した景観形 成の 工 夫

(む付帯的施 設 の 追加 ･ 本来施設 に付帯 的施 設を追加するこ と に ･

本来施設 周辺の 植栽及び 緑地整備

より一体 と な っ て , 利便性 , 快 適性 , 親

和性を発拝す る もの
｡

･ 用排水路 へ の 親水 ･ 遊水施設 の 設置

(卦独立 的施 設 によ る対応
･

本来施設と は別個 に造 成され
,

単独で 利 ･

本来施設 か ら離れて
, 集落 内

, 景勝地 を迂回す

便性 , 快適性
,

親和性 を発揮 するもの ｡ る水路や 遊 歩道 等の 整備

土 地改良法 機能 によ る 事業 の 工 事
によ る施設 分類 実施形態 に

分類 よ る分類

独立的施設
土

地

改

良

事

業

付帯施設の 追加

設計上 の 工夫

基 本 的 機 能

そ魔
の 設

他

生

産

性
向

上

土

地

改

良
施

設

(

本

来

施

設
)

環
境

と

の

調
和

別

途

事
業

本

来

車

業

図 - 1 各 分類 に よる概 念 整 理

事業 で 対応 す る こ と と して い る｡

な お
, 実施 に 当た っ て の 技術指針 に つ い て は,

｢ 今後 の 施 工 実績 を踏 ま え て検討 し て い くが , 当面

は個 々 の 事業対応 とす る+ と さ れ て い る の で, 次

章以下 で は農村環境 に 配慮 し た土地改良事業 の 実

施 に 関わ る基準 の あ り方 と技術指針 の 試案 を 示 す

こ と と す る｡

4 . 農村環境整備 の 特性 と 設 計基準

現行 の設計基準 は, 土 地改良施設 が 所定 の機能

と安全性が 保 た れ る よう設計 に 当た り必要 な
一

般

的, 標準的事項 を定 め た も の で あ る｡ 設計基準 は

現場技術者向け に 定 め ら れ た 指針 で あ り, こ れ に

よ っ て 設計 す れ ば
一

応 の 機能 を満足 す るが , よ り

現場 に 合致 した施設 と な る よ う に 創意 工 夫 と
一

層

の 技術的努力 を 要請す る も の で ある
｡

しか し なが ら巷間言 わ れ て い る よ う に , 使用者

が
, 基準 に 記載 さ れ て い る か 否 か を判断基準 と す

る た め, 設計基準が 担当者 の 自由な発想 を妨げ る

傾向 に あ り, そ の 結果, 画
一

的 な施設 と な る と い

っ た
, 設計基準 の 当初 の 目的と は違 え た現象が 起

き て い る｡ 設計基準 の 望 ま し い 姿 は, そ れ が 整備

さ れ る こ と に よ り担当者 が 画
一

的な 設計 に 陥 る の

で は な く, 技術的 な選択 の 幅 を よ り広げ, き め細

か で 現場条件 に よ り合致 し た設計 を可能 と す るも

の で な く て は な ら な い ｡

こ の よ う な こ と か ら考 え る と, 地域性豊か な農

村環境 の 整備 に 関わ る詳細 な 設計基準 は定 め ら れ

な い
｡ 勿論, 現時点 に お い て は設計基準 を定 め る

だ け の 技術 の 蓄積 を持 っ て い なし) こ と も あ る が,

設計基準 は汎用 性 を持 たせ る た め, 特殊 な 条件下

に あ る も の や 一 部地域 で の み適 用 さ れ て い る も の

を個々 に記述 し て い な い
｡

そ の た め , 事例集等 は

別 と し て, 地域性 を 基本 とす る農村環境 の 整備 と

設計基準 と は性格的 に 馴染 ま な い も の で ある ｡

よ っ て, 国 は農村 の 環境 や 景観 に 配慮す る た め

の 事業実施上 の 大 ま か な事項 や , 計画, 設計, 実

施 の た め の 基本的な 考 え 方 を定 め る に と どめ, 事

業者 の 主体性 を尊重 し, 担当者 の独創性 を伸 ば す

た め, 詳細 な基準 は拙速 に定 め る べ き で は な い と

考 え る
｡

5
. 技 術 指針 (試案)

こ こ で は, 詳細 な基準 に 代 わ る も の と して, 前

述 した 趣旨に 沿 っ て技術指針 の 試案 を示 す こ と と

す る ｡

(1)趣旨

農村空間 の整備 は, 質的精神的 な充足 を重視 す

る社会的な 要請 で あ り, 土地改良施設 に つ い て も,

地域社会 に 順応 した施設 と し, 地域 に と っ て よ り

有効 な施設 とす る た め に , 自然環境 と の調和, 潤

い の ある生活環境, 国土 保全機能 の 維持 に 配慮 す

- 4 - 水 と土 第 87 号 199 1



る こ と が 必要 と な っ て い る
｡

こ の た め 土 地改良施

設の 設計施 工 に 当た っ て農村環境 に 配慮 す る た め

の 基本的考 え方 を 示 す も の で あ る｡

(2)設計基準 と の 関係

設計基準 は, 制定時 の社会情勢 を反映 し なが ら,

工 種毎 に 自然環境 と の 調和 や生活環境 の 改善 に配

慮 し て設計施 工 す べ き趣旨の記述 を して い る｡ こ

の た め, 農村環境 に 配慮 した 土 地改良施設 と す る

こ と は, 設計基準 の 考 え方 を変 え る も の で は な い ｡

(3)合意形成

農村環境 や 歴史伝統 を育 ん で い る の は, 受益者

や 地域住民 で あ る こ とか ら
,

設計施 工 に 当 た っ て

は, 従来 以 上 に 地域 の声を 反映 させ る必要が ある ｡

こ の場合, 地元 負担及 び維持管理 に つ い て , 市町

村が 負担す る こ と も 想定 さ れ る の で, こ れ ら の 点

を踏 ま えて 地域 の 合意形成 を 図 る必要が あ る｡ ま

た , 県市町村が 景観条例 な ど を定 め環境 の 整備 を

進めて い る 場合 に は こ れ を尊重す る
｡

な お , 合意

の 経緯及び内容 に つ い て は記録 に留 め る
｡

(4)実施区域

地域 に よ っ て, よ り有効 な施設 と す るた め に 努

力 を し つ つ も, 造成 さ れ る施設が
, 規模 や 現場条

件 に よ り, 安全性 や 機能性 の 面か ら, 農村環境 へ

の 配慮 を限定 した も の と せ ざ る を得 な い 場合 も あ

る｡ ま た, 農村 が 有す る 自然的
,

歴史的資源 は地

域 に よ っ て 多様 で あ る た め, 事業実施 に当 た っ て

は技術者独自 の 判断で は な く , 地域 の 特色 を充分

に 踏 ま えた も の で な け れ ばな ら な い ｡ こ の よ う に

設計施 工 に 当た っ て は, そ の 区域及 び 内容 に お い

て ,

一

律 的 ま た は画
一

的に 実施す べ き で は な い
｡

(5)地域資源 の 活用

地域性 は農村環境が 所有 す べ き特徴 の
一 つ で あ

る｡ こ の た め農村環境 に 配慮 し た施設 は, 周辺 の

景観 と 違和感 が な く自然環境 に 融 け 込 む 材料, 地

域産出の 材料 と技術 を使用す る｡

ま た
, 精神性 も 農村環境 が 有す る 特徴で ある こ

と か ら, ｢ ふ る さ と+ の 現地形, 歴史的遺物, 緑地

帯及 び 景勝樹 な ど の 地域資源 を活用す る必要 が あ

るd

(6)設計 の 基本的手法

1) 地 と図

景観全体 の バ ッ ク と な る ｢地+ と, シ ン ボ ル と

な る ｢ 図+ の 各 々 の 役割 を 理 解す る｡ ｢ 地+ は景観

の イ メ ー ジ を決 め る も の で あ り統
一

性, 連続性 が

あ っ て
, 目立 た な い こ と が重要で ある

｡ ｢ 図+ は景

観が 繁雑 と な る こ と を防ぐた め に 数 は減 ら し, 形,

色, デ ザ イ ン に配慮 す る｡

2) 視点

景観 は見 る位置 に よ っ て異 な る の で, 主要 な場

所 か ら見 た 各々 の 場合 に つ い て検討 を行 な う｡
ま

た, 見 る人 に つ い て も , 地域住民 と す る の か 来訪

者 を対象と す る の か に よ っ て整備 の手法が 異 な る｡

3) デザ イ ン

農村環境 の 特徴 は, 平凡 で 派手 さ は な い が 安 ら

ぎの あ る風景で あり, ま た, 環境 に 配慮 す る意図

は人 工 的に 造成 さ れ る施設 を地域 に 受 け 入 れ や す

く す る こ と で あ る｡ よ っ て必要以 上 に 華美 な施設

や デザ イ ン は逆 に 農村環境 と の 不調和 を 引 き起 こ

し, 地域 か ら孤立す る こ と に な る の で 簡素 な 設計

施 工 を行 な う こ とが 必要で ある｡

(7) 材料及 び 工 法 の選定

農村環境 に配慮 した施設 に 使用 さ れ る材料 は多

様 で あ る の で, 材料 の 強度, 規格寸法等 に つ い て

は, JIS ,
コ ン ク リ ー ト標準仕方書, そ の他 の規定

に よ る ほか , 慣習や 前例 の値 を検討 す る｡

ま た, 工 法, 材料 の各 々 に つ い て複数以 上 の 比

較設計 を行 な い , 施設 の機能確保, 安全性, 経済

性, 維持管理 を 含 め, 農村環境 に配慮 し た最適を

も の を選定 す る ｡ 特 に , 材料 に つ い そは素材 の 持

ち味 を生か す こ と が 重要 で あ る
｡

(8)施設設計 の視点

1) ダム

ダム は, 自然 の 中 に 威容 な 姿 を現 わ す 捏体自体

が ラ ン ド マ ー ク と な る の で, 設計 に 当た っ て は,

生態系 を含 め た 自然環境 の保全 に配慮 し, ま た,

ダ ム の 持 つ 多面的機能 を活用 して 地域住民か ら親

し み の も て る身近 な施設 と して位置付 ける よう に

留意す る ｡

特 に
, 位置及 び形態 の 選定 に 当 た っ て は, 安全

性 , 機能性 , 経済性 の 許す 範囲で 周辺環境 と の 調

和 に 配慮 す る と共 に , ダ ム や各施設 の周囲, 法面

な ど に つ い て も緑化 な ど に 努 め, 周辺 環境 と の 調

和 を図 る｡

2) 頭首 工

頭首工 は, 河川 を横断 し て シ ン ボ ル 的に 造成 さ

れ る こ と か ら, 川 や周辺 の 景観 に 配慮 し色彩や 意

匠 に 工 夫 を加 え, 魚類等 の 河川 に 生息 す る 動植物

に 与 え る影響 に つ い て も 最小限に 留 め る｡ ま た,
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河川 は地域住民 の 親水 の場 と し て利用さ れ て お り,

場所 に よ っ て は治水や 利水 に 支障 の 無 い 範囲 で護

岸 の 工 夫や 高水敷 の 緑化 な ど に 努 め る こ と も必要

で ある ｡

3) 用 ･

排水路

水路 は古 く か ら, 地域住民 の 生活 に 根差 し, 農

村景観 の 形成 に 大 き な 役割 を果 た して い る
｡

そ の

た め, 水路 の 設計施 工 に 当た っ て は ｢ 水 を通 す+

と い っ た直接目的ばか りで はな く , 水路沿 い の 並

木 や 自然 石 等 を利用 して , ｢ 水+ と ｢ 緑+ の 巧 み な

組合わ せ に よ る
一

体的 な環境整備 に 努 め る ｡ 特 に ,

区域内 に 並 木や 歴史的遺物 な ど優 れ た地域資源が

存在す る場合 に は, そ れ ら を保存 す る方向で 検討

す る
｡

ま た
, 護岸 の整備 に 当た っ て は, 動植物 の

生息環境, 周辺景観 と の 調和及 び 親水性 の 確保 に

つ い て も考慮 し, 工 法, 素材 を検討す る こ と が 必

要 で あ る｡

4) パ イ プ ラ イ ン

パ イ プ ライ ン は, 用水 の 合理 化 に 対応 して近年

数多 く 施工 さ れ て 来 て い る が , そ の 上 部 の 用地 に

つ い て は多面的利用 の 検討 も 考慮 す る ｡ 地域 に よ

つ て は, 管理 道 の ほか 自転車道や 遊歩道, ま た は

緑地帯 と し て整備 し て い る事例 も み ら れ る
｡

ま た

途中の フ ァ
ー ム ポ ン ドや オ ー プ ン と な る 部分 に つ ｡

い て は, 親水面 に も 考慮 した 設計施 工 を検討 す る ｡

5) 農道

農道 の 沿線 に は, 山並 み, 田 園, 町 並 み 等 の あ

ら ゆ る景観 が 広 が り, 農村景観 の 一

部 と な っ て 地

域 のイ メ ー ジ形成 に も 寄与 して い る｡ よ っ て , 農

道 の 設計 に 当 た っ て は, 地形 に配慮 し大規模 な切

り盛 り や直線化 を避 け, 沿線 の 優 れ た景観資源,

歴史的資源 の 保全 や活用 に 配慮 す る｡ ま た, 法面

等 の 緑化 や ラ ウ ン ディ ン グ技術 の 活用, 緑地帯,

舗装材料 の 工 夫 な ど周辺環境 と の 調和 を 図 るよ う

に 努 め る｡

6) 橋

橋 は地域 の景観形成 上 重要 な要素 と な っ て い る｡

そ の た め, 地域 に マ ッ チ した 形状, 素材, 意匠等

を考慮 し て設計 す る必要 が あ る が
, 視覚的 な豊 か

さ を追及す る余 り, 舗装, 高欄, 親柱 な どが華美

に な り勝 ち で あ る た め, 周辺環境 と の 調和 に 十分

配慮 して検討 す る必要 が あ る
｡ 特 に

一

般的 な コ ン

ク リ ー ト橋 は, 人 口的 な イ メ ー ジ が 強い の で橋 を

中心 と す る周辺 の 農地 や水辺 を
一

体 の 空間 と して

捕 え た整備が 必要 で あ る｡

7) 農地造成 ･ 農地整備

造成整備 さ れ た農地 は, 広大 な 面的広 が り を持

つ こ と か ら, 設計 に 当た っ て は
,

ラ ン ドス ケ ー プ

的観点 で
, 隣接す る集落地域, 森林, 他 の施設 と

の 調和 を 図る 必要が ある ｡

特 に 設計施 工 に 当 た っ て は, 既存 の 代表樹木,

防風林, 緑地帯, 歴史的遺物等 の 保存 や 利用 を 図

る と と も に , 農地間 の 境界 や 法面 に つ い て は植樹

や 緑化 によ り周辺環境 と の 調和 を図 る必要が ある ｡

8) 溜 め 池 ･ 調整池

溜 め池 や 調整池 は, 潅漑用 の 貯水地 と して 重要

で あ る ば か り で な く, 地域住民 の 憩 い の場, 野鳥

や 動植物 の 生息 の 場 と して 多面的な 利用 が 可能で

ある ｡

特 に 溜 め池 は古 く か ら歴史的施設 と し て地域 に

根差 し た も の が 多 い た め, そ の歴史性 を配慮 しな

が ら 内陸 に 於 ける 水辺 と して 活用 した り, 水面 の

広が り を背景 と して 活用 す る な ど設計施 工 に 当た

っ て多面的機能 を 十分配慮 す る 必要 が あ る｡

9) ポ ン プ場

ポ ン プ場 は 一

般 の 人 々 は立 ち 寄 る こ と も な く,

ま た 箱型 の 建築物 の た め 表情 が な く農村環境 と不

調和 な場合 が 多 く見受 け ら れ る｡

こ の た め施設自体 の意匠, 形態 に 工 夫 を加 え る

と と も に , 周囲 の 植栽 や緑化 に よ り
, 人 工構造物

と して の 違和感 の 緩和 な ど周辺 の 農村環境 と の 調

和 を 図 る こ と が 必要で ある
｡

(9)施 エ

1) 積算及び 契約

積算及び 契約 に 当た っ て は, 個別的, 独創的 と

い う農村環境 に 配慮 し た施設 の 特性 を考慮 し, 単

価, 歩掛 の 算定方式及び 契約図書の 表現方法 の 工

夫 に よ り, 予定価格 の 算出及び工 事施工 を 適正 に

行 な う も の と す る｡

2) 施 工 管 理

農村環境 に 配慮し た施設 の 施工 に 当 た っ て は,

必要 に 応 じ柔軟 な 変更対応 や 施工 管 理 基準 の運用

を 図る こ と に よ り, き め細 か に
, 受益者及 び地域

住民 の 意向 の反映 に 努 め る も の と す る ｡

3) 仮設及 び本 工 事

本 工 事 の ほ か仮設工 事及 び 仮設用地 に つ い て も

農村環境 に 配慮 した も の と し な け れ ばな ら な い
｡

こ の た め造成 さ れ る本体施設 と の 整合 を図 り つ つ
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仮設計画 を樹 立 す る こ と と す る｡

(川)管理

施設 は維持管理 が 容易な よう に設計 さ れ て い る

こ とが 必要で あ るが
, 特 に 施設 の 管理 に 当た っ て

は, 適切 な 管理 に よ り施設 の 機能 を正 常 に維持す

る こ と に 努め る ほ か
, 事故 の 発生 を未然 に 防止 し

な け れ ばな ら な い ｡

な お, 地域住民等の 意向 を反映 して造成 さ れ る

施設 に つ い て は, 住民参加 に よ る管 理 を含 む維持

管 理体制 に つ い て 市町村 と も 協議 して, 適切 な 管

理 計画 を立 て る こ と と す る ｡

あ と が き

従来, 個 々 に 進 め ら れ て き た施設 の整備 に つ い

て, 環境七 い う言葉 に 含 まれ る 全体性, 総合性 と

い っ た視点で 実施 して い か な け れ ば施設自体 の 質

的 な 向上 が 望 め な く な っ て い る ｡ こ の た め建築,

土木, 造園 と い っ た 分野 か ら都市景観 の 整備が 行

な わ れ て い るが , 農村環境 の 整備 は よ り広 い空間

を対象と し て い る 点で 全く新 し い 技術 を必要 と す

r

T I∫f ■

一

Ⅹ 脈 紬 栗一水錬 三 和

本 社

東 京 支 社

北海道支店

東 北 支 店

名古壷支店

〈 鉄 構

大阪市西区北堀江1 丁目12 香1g 号

東京都 港区新枕 4 丁巨11 番 9 号
℡ (011)281-3307 中 田 支 店
℡(022)227-1890 九 州 支 店
℡(052)20ト4501

事 業 部〉

℡(06) 538-7691
℡(03) 糾36-8150
℡(082)222 -8205
℡(092)451-66 野

る も の で ある
｡

特 に , 華 や か さ を追及 さ れ る都市景観 と 異 な り,

農村 に求 め られ る役割 が , 今 ま で 述 べ て きた よう

な 平凡 で 派手 さ は な い が 安 ら ぎを持 っ た 農村空間

で ある な ら ば,
こ の 新 し い 技術 は, 従来 の 都市型

に 近 い 土木技術 を適用 し て基準 に 従 っ て 設計 す れ

ば良 い と い う も の で は な く
,
地域性 を考慮 に 入 れ,

細部 ま で 丁寧 に 整備 す る こ と が 要求 さ れ る も の で

あ る｡ 新 し い 農業農村整備 の 展開 を契機 に 技術 の

空洞化 に終止 符 を打 ち, 本来の 農業 土木技術 を確

立 して い く こ と が 重要 で あ る ｡
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【報 文】

水環境整備計画を策定す‾る に あた っ て

鈴 木 正 彦
*

日 次

1
. は じめ に … ‥ ‥ … … ‥ … ･ ･ … … ‥ … ･ … ‥ … ‥ … ･ ･ ･ ･ ‥ 8 3

. 水環 境整備計 画 に あた っ て の計 画 上 の 留意点･11

2
. 水 環境整備計画 策定に あた っ て の 基本 … … ‥ ‥

=

9 4
.

お わり に
… ･ … ･ ･

･
… = = = ･ … … … ‥ … … ･ …

‥
… ･ ･
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1
. は じめ に

平成三 年度予算に お い て, 今 ま で 我々 土地改良

事業 を担当す る者 が
,

日 頃か ら慣 れ親 し み使 っ て

き た 予算 の 主要経費名 で あ る, ｢ 農業基盤整備費+

を ｢ 農業農村整備費+ に 変更 し, 予算の ｢項+ を

主 た る政策目的 に合わ せ 再編整理 し
っ

た ｡ 農業基盤

整億 の役謝 を ∵ 層明確 に さ せ る と と も に , 従来農

業生産基盤 の整備 と
一

体的 に, ま た そ の 補完的 に

実施 して き た 農村整備 の重要性 を 内外 に示 そう と

す る も ので あ る｡

ま た, 費目再編 と併 ぁ せ, 各種 の 農村整備事業

を創立 し た
｡ 本稿 で ふ れ る水環境整備事業 も そ の

一

つ で ある｡ 従来行 っ て い た 農業水利施設高度利

用事業 を発展的 に解消 し, 水利施設周辺 で の環境

整備 を総合的 に 実施 で き る よう に し, そ の 充実 を

図 っ た も の で あ る｡ 農業水利施設 の有 す る薪水機

能 に着日 し, 親水機能向上 の た め の施設周辺 で の

環境整備 を実施す る こ と に よ■り, 農業施設 の 役割,

意義 を高め, 捧持管理 に 対 す る地域住民 の コ ン セ

ン サ ス を高 め よ う とす る も の で あり, ま た, 地域

住民 に
, 快適 な 農村空間 を提供 しよ う と す る も の

で あ る｡

親水 と
■
い う言葉 は, 東京 掛 こお い て

, 高度成長

カゝら安定成長 へ 国民経済 が移行す る 昭和45 年当時,

河川の機能 を分類 し て ゆ く過程 で生 ま れ た用語 で

ある ら し い ｡ 今で は,

一

般 に用 い ら れ 定着 した 言

葉 に な っ て い る
｡

こ うした 水の も つ 多面的 な機能

で あ る親水 に 着目 し, 周辺住民 の 環境整備 を実施

* 農林水産省構造改善局事案計画殊

写真- 1 石 を巧 み に用 い た護 岸

写莫- 2 表 に 出る 部分 を自 給の 素材 で 仕上 げた掬

す る 事業 は, 先般, 国民生活, 文化 に着目 した 公

共投資基本計画 と そ の配分等 に も み られ る よ う に
,

今で は, 各省庁 に 凱 ) て い ろい ろ な事業御慶が 作

られ て い るり 農業の 生産性 の 拡大, 治水機能 の 向

上 とも)
つ た 理 屈で 札 所要予算 の 獲得等 の 面 で 国

民的合意形成 が む つ か しくな っ て きて い る こ と も
ー

困 で は なか ろうか
｡
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表- 1 農 業 水 利 施 設 の 機 能

利水機能

治水機能

環境機能

農業水利施設の 機能

利水･ ･ … ･ 農業用 水の 供給

交通 ‥ … ･ 水運

産業 ‥

1
･ ‥ 漁業 ･ 貯 木 ･ 砂利採取

洪水の 排除

平 水の 排除

地 下水の 供 給･ 排除

下水の 排除

土砂の 排除

親 水 機 能

自然保全機能

空 間 機 能

しか し,
こ う し た親水機能向上 を目的 と した 環

境整備計画手法 に つ い て 今 ま で取 り 扱 っ た手引書

は比較的少 な い
｡

こ う した 背景 も あ り, 先般 ｢ 農

村地域水辺環境整備計画研究会+( 委員長 千賀東

京農工大助教授) か ら ｢ ふ る さ
_
と ･ み ず べ ･ み ど

り, 農村地域水辺環境整備計画策定 の 手引 き+ と

題 す る マ ニ ュ ア ル が 取 り ま と め ら れ た ｡ 本稿 で は,

本編実 に た ず さ わ う た者 と して そ の紹介 を も兼 ね,

ま た筆者 が 国土 庁 で 親水用水 に つ い て調査 し た経

験 を も と に
,

水環境整備計画 にお け る留意 す べ き

点 に つ い て 取 り ま と め た も の で あ る｡

2 . 水 環境整備計画策定 に あ た っ て の 基本

(1) 地域 に 密着 し た計画作 り

水環境整備事業 は, 農業水利施設周辺 で の 環境

整備 を実施 し, 水利施設 の 役割, 意義 を高 め, 維

持管 理 に 対 す る 地域住民 の 理 解 を得 る と と も に
,

地域住民 に 対 し豊か な農村空間 を提供 し よ うと す

る も の で ある｡ 従 っ て事業計画 の策定 に あ た っ て

は, 農業水利施設 の 利用 者 た る農家 の み で は な く,

農村地域 に 住 む住民全 て を対象 と して そ の 意義 が

達成 さ れ る も の で あ る
｡ 出来 上 が っ た も の が

, 農

水辺 レ ク リ エ ーシ ョ ン

(釣 り ･ ボート ･ 水遊 び)

情操 の 育成

景観

燥気候調整

大気 ･ 水質浄化

動植物の 生 息

地 形 の 輪廻

空 間利用

(公 園･ 運 動場 ･ 広 場 ･ ゴ ル フ 場 ･ 自動車練 習場)

防 災･ 避難

交通(通路)

地 理 的目安

地 域 の 分苦り･ 分 断

村地域 の 人々 に 本当 に喜 ん で 利用 さ れ, 維持管 理

さ れ て 目的が 達成 され る も の で ある｡

こ う し た た め に は, 計画策定当初 か ら 地域住民

の 総意 が 生 か さ れ な け れ ば な ら な い こ と は
, 申す

ま で も な い こ と であり, そ う し た ア プ ロ ー チ が大

切 で ある
｡

こう した 地域住民全て の 総意 を取 り上

げる 工夫 に つ い て, 今 ま で 土 地改良事業 に た ず さ

わ っ て き た者 に と っ て は, 比較的 な じみ が 少 な か

っ た こ と で は な か ろう か ｡
い わ ゆ る行政主導で あ

る｡ マ ニ ュ ア ル で は,
こ の た め の 方策 と して

, 地

域住民 と の 座談会, ア ン ケ ー ト, 水辺委員会 と い

っ た も の を紹介 して い る
｡

先般, 水環境整備計画作 り を行 っ て い る 静岡県

裾 野 市 に お い て , 深良用 水 の 水環境整備 の 方向 を

摸索す る た め , 住民 ア ン ケ ー

ト調査, 座談会 を実

施 し た
｡

こ う し た機会 を通 じて, 住民 の 意識高揚

と
, 今後 の 水環境整備 の 必要 を ア ピ ー ル した の で

あ る ｡ 現在, 裾野市 で は,
こ の ア ン ケ ー ト調査等

をも と に して, 住民自 ら の 手 で 水環境整備計画作

り が行 わ れ て い る｡ 後 日,
マ ニ ュ ア ル の ケ ー

ス ス

タ ディ と して紆介 の機会 が あれ ば, ふ れ る こ と と

した い
｡

深良用 水 は歴史 の あ る用水路 で ある が
,
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計画推進母体 の 設 定

例 え ば
｢ 水辺 づ く り委員会+ な ど

地 元 説 明会

査詞礎基

想構本基

基本計画

実施 設 計

工 事施工

地 域 概要の 把握 ‥ ･

地 域 マ ッ プ

ま ち
･

む ら の 動きを知 る

… ･

地 域 の 姿 ･ 特徴 を つ か む

住民 の 意識調査･ ･ … ‥ ‥ … =

ア ン ケ ート など に よ り住民 の 声を聞く

環境調査
･ … ‥

‥ … 専門的な見 地 か ら地 域 を分析す る

計画の日掛 コ ン セフ
ロ

トの設定 ･ ･ ･ 計画全体の 目標,
コ ン セ プ トを設 定する

地 域 合意 ‥
‥ … 計画 へ の 住民参加

計画策定 の 前程条件 … … … 市町 村の 振興計画と の 整 合性, 関連事業と の

関係などを整理 する

ゾー ニ

概念図(イ メー ジ プ ラ ン)

整 備手法の 設 定 ‥ ･

維持 管理

じ対 象区城 の 特性区分 を行う
･ ･

構想の 空間 的仕組 み を表現 する
ぐ tf ん カ

l

‥ 概念図の 検討 を踏 ま え その 方式 を具現 化する
･ ･ 管理 対象と管理 主体

, 作業分 担等 その 内容を

明 らか に す る

基本計画 を基に 細部の 設計を行う と と も に

必 要に 応 じて 管理 協定な ど ソ フ トの 部分 の 詰 めを行う

施工 管理 に お い て とく に 地 域 の 環境保全 に 十分 な配慮 を払う

図- 1 水 環境 整備事 業 計画 の フ ロ
ー

今 で は農業者 の た め の 用水路 と して, 地域 に と っ

て は不用 の 排水路 と して しか 認識 さ れ て い な い 施

設 を, こ の 機会 に住民
一

体 と な っ て 改築 し, 再認

識 しよ う と して い る ｡ 水環境整備計画 の 策定 に あ

た っ て は, こう した 住民
一

体 と な っ た計画作 り が

大切 で あ る
｡

(2)施設 の 整備 と 環境整備 の
一

体制

水環境整備事業 は, 農業水利施設 の 整備 と 周辺

環境整備 と の
一

体的事業 で あ る｡ 環境整備 の み が

独立 して 計画 さ れ る も の で は な い
｡ 従来 の か ん が

い 排水事業等 の 農業生産基軍事業 で は実施 で はな

い 部分 を水環境整備事業 に よ っ て
, 補完す る も の

で あ る
｡

こ う し た事業 の 一

体的実施 に あ た っ て は,

生産施設 と して の 施設計画と 周辺環境整備計画 を

一

体的 に 計画 し, 相互 の バ ラ ン ス を考 え る必要 が

ある
｡

従来 , 利水や 治水 と し て の機能 を重視 し た た め,

水路 は 三面張 コ ン ク リ ー ト と な り, 安全施設 と し

て の フ ェ ン ス や 手摺 が 設 け ら れ, 農村住民 と の 間

に 境界 と して 存在 した り, 護岸 は高く 築 か れ, 次

第 に施設 に対 す る愛着 が 薄れ て しま っ た こ と へ の
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水辺 づ く り委員 会

○ 農家 ○ 農家 後継 者 ○ 商店会 ○ 青年会議 所 ○ 行政

○ 自治会 ○ 青 年団 ○ 婦 人会 ○ 老 人会 ○ 子供会

○郷 土 文化の 粗しヰ ○ 自 然愛 好家 ○ 専門家

○ 学校 の 部 ･ サーク ル ○ 諸団体

｢ ｢
集落単位の 計画推進母体が 地域 の ま ち ･ む らづ く りを支 える ｡

U
師

水辺づくり委員会

教 育 委 員 会

学職 者 商工′会

水辺づ くり委員会

行 政

諸 団 体

図- 2 地 元 の 推進 母体 づく り の モ デ ル

反省 で も あ る｡ 水環境整備 は, 農村 に お け る生産

か ら 生活 に わ た る総合整備事業 で ある ｡ 計画 に あ

た っ て は, 地域住民 と の 総意 の も と に
一

休的な 計

画作 り を目指 した い も の で あ る｡

(3)地域計画 と の総合性

水環境整備計画の 策定 に あ た っ て は, 地域 の マ

ス タ ー プ ラ ン と も い う べ き, 市町村振興計画等 の

地域振興計画 に 組 み 込 ま れ た部分計画と し て位置

付 け, そ の 整合 を 図 る こ と が大切で あ る ｡

水環境整備事業 の み で 全 て の 環境整備 が で き る

も の で はな く, 地域 の 計画 に よ っ て は, 直接あ る

い は間接的 に 関連 す る 事業 が あ る はず で あ る｡ ま

た 事業実施 ス ケ ジ ュ
ー ル

, 事業 の 実施 タ イ ミ ン グ

が あ る は ずで あ る｡ 地域振興計画 に 基 づく地域 の

将来 の 開発方向 を見 き わ め, 地域 の 将来 の 姿 を明

ら か に し, -そ の 中で 水環境整備事業 の 位置付 け を

求 め る こ と が大切 で ある｡

政策総合 と い う言葉 が, 最近土地改良 の 間 で よ

く使わ れ て い る ｡ 単 に , 農業農村整備事 の み に よ

っ て農村 の 活性化, 農業構造 の 改善 は達 せ ら れ る

も の で も な い
｡

ハ ー ド , ソ フ ト的事業を含 め た各

種 の 計画, 事業 と の 連携 が あ っ て , そ の 目的 が達

成 さ れ る も の で あ る ｡ 水環境整備事業に つ い て も

同様で あ る｡ 地域振興計画等 に お け る位置, 役割

を明確 に す る こ と が 大切 で ある
｡

水利施設及 び環境整備施設 の価値 が 生か さ れ る も

の で あ る｡

よ く 公園 は作 っ た が, そ の維持管理 が 十分 で な

か っ た た め, 公 園 と して の 役割が 満足で な か っ た

と い っ た話 や, 施設 ほ作 っ たが , そ の 建設費用や

維持管理費 の 負担等 で, 住民 と の話 が こ じれ て い

る と い っ た話 を よ く聞 く ｡ 作 る以 前で の取 り組 み

が 十分で な か っ た の で あ ろう｡ 行政主導で 行 っ た

こ と も 原因 で は な か ろ う か ｡

計画 の策定 にあ た っ て は
, 将来 の 維持管 理 に つ

い て ど の よ う に な さ れ る か , 施設 の 管理 主体, 費

用の 負担 に 至 る まで あら か じ め よ く 地域 の人 々 と

打合 せ, 計画作 り を行 っ て お く こ と が 大切 で あ ろ

フ ｡

3
. 水環境整備計画 に あ た っ て の 計画上 の 留意

点

水環境整備事業 の 計画 に あ た っ て は,

①水 に か か わ る 自然空間 を再生 す る こ と｡

②水 と人 と の か か わ り を と り も どす こ と｡

③地域 の 水 にか か わ る歴史 や文化 を継 承発展 させ

る こ と
｡

な どを前提条件 と して 農業水利施設 と そ の 周辺 を

再編整理 す る こ と に ある ｡
こう した 目標 を達成 さ

せ る に あた っ て は, 単に 環境施設 を配置す る だ け

で 達成で き る も の で も な い
｡ 水環境整備 を実施 す

る た め に は, ｢ 適量 な水量+ ｢ 良好 な 水質+ を最低

の 必須条件 と す る こ と は言う まで も な い が ,
こ れ

に 加 え, ｢ 水辺 へ の ア プ ロ ー チ の 確保+ ｢ 良好 な 水

水 量 の

確 ■ 保

緑 の 存 在

生 態 系 の

保 全

農村 の 環境 と

親水機能の 向上
の た め の 要 素

水辺へ の ア7
D

ローチの 確保

良 好 な

水 質

良 好 な

景 観

水 辺 施 設

の 設 置

(4)維持管理 へ の配慮

作 ら れ た施設 の維持管理 が十分行わ れ て, 農業
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辺施設 の 設置+ ｢ 緑 の 存在+ ｢ 良好 な 景観+ ｢ 生物資

源 の 存在+ 等の 各要素 が, 兼 ね備 わ り, 全体 が 調

和 し て 達成 さ れ る も の で あ る
｡

こ こ で は
,

こ れ ら の 要素 に つ い て ふ れ て み る こ

と に す る｡

(1)適量 の 水 の 存在

水環境整備 に お け る親水機能 の 向上 を 図る う え

で まず考 えて お か な れ け ばな ら な い の は, ｢ 水+ で

あ る
｡

き れ い な水, そ れ 自体 で存在す る こ と に よ

り親水 と して , 私達 に 心 の や す ら ぎを与 えて く れ

る
｡ 水 は, 私達 の 生 活 の 中 に 古来か ら様 々 の 形で

と け 込 ん で お り, 水 に 対す る 多様 な感覚 を育 み,

培 っ て き て い る｡
こ こ で は,

こ の 水 に つ い て の 機

能 に つ い て ふ れ て み る こ と に す る｡

水 に つ い て の 物 理 的 な性格 を も と に , 親水 と し

て そ の 役割 を分類 して み る と 次 の よう に 分 け ら れ

る
｡

(丑静あ る い は動 と し て存在 し て い る｡

(多重さ が あり, 物 を浮 き 沈み さ せ る
｡

③物 を ぬ ら し, 物 を溶 か す ｡

④熱 を対流 さ せ
, 放射 さ せ る｡

(参ぶ つ か り合 っ て 音 を発 し, 音 を伝達 , 反射 さ

せ る｡

⑥光 を透過 さ せ
, ま た反射さ せ る ｡

(労連続 して 存在 す る
｡

1 ) 静あ る い は動 と し て存在 す る｡

水 の 動 き に つ い て み る と
,

ダム や た め池等 の 貯

水池 と して の 静 , あ る い は水路, 川 の 流 れ, 滝,

噴水 と い っ た 動 と して 私達 の 目 に 存在 し て い る
｡

ま た
,

そ の 組 み合 せ と な っ て 存在 し て い る
｡

日本

に お け る 有名 な庭園 に お い て, 川, 池, 滝, あ る

い は噴水 と し て組 み 合わ さ れ, 連続 して 私達 の 目

を楽 しま せ て く れ て い る
｡

2 ) 重 さ が あ り, 物 を浮 き 沈 み さ せ る｡

水 に は重さ が あ り, これ を利用 し て水車等 の 動

力源 と して 利用 さ れ て い る｡ ま た
, 笹舟 な ど を利

用 し た川遊 び は, 物 を浮 き沈 み さ せ る性質 を利用

し た形態 で あ る｡

3 ) 物 を ぬ ら し, 物 を と か す
｡

み ずみずし い と い う言葉 が あ るが , 玉 石 を ぬ ら

し付着 した 水 や, 植物 を ぬ ら し付着した 水 は, 私

達 に う る お い とや す ら ぎを与 え て く れ る｡ ま た,

物 を と か す こ と に よ り, 洗浄 や客 土 と い っ た 役割

も 果 た して い る｡

4 ) 熱 を対流 さ せ , 放射 さ せ る｡

水 を媒介 と し て 熱 を対流 させ る こ とが で き, 火

力発電所 は こ の 利用 の 形態 で ある
｡

ま た打 ち 水 も

こ の 利用 の 形態 で あ る
｡ 夏 の 暑 い 日 に 打 ち水 し た

あ と の さ わ や か さ と か
, 水上 庭融 こお い て行う遊

宴も こう した 水 の吸熱 を利 用 した形態で ある ｡

5 ) 音 を発 し
,

音 を伝達, 反射す る｡

小川 の せ せ ら ぎ
, 滝 の 音 な ど, 水 が 物 に ぶ つ か

り合う と き に は音 を発 す る
｡

ま た水 は, 音 をよ く

伝達 し, 反射 さ せ る こ とが で き る
｡ 水上 音楽会 な

ど は,
こ れ を利 用 した 形態 で ある

｡

6 ) 光 を透過 し, 反射 さ せ る ｡

き ら き ら した 月 の 光 に 照 ら さ れ た 水面
, 都会 の

噴水 で は, よ く 光 を透過さ せ
,

七色 に か が や い た

光景 を目 に す る
｡ す ば ら し い 光 の 芸術 を作 り 出 し

て く れ て い る
｡

7 ) 連続 し て存在 す る
｡

水 は
,

た えず き れ 目の な い 連続体 と し て存在 し,

川や 池 を形作 っ て い る ｡

こ う し た物 理 的 と も い う べ き性質 を利用 し, 水

は様 々 な役割 を演 じ, 私達 の 生 活 の 中 に 存在 して

い る
｡ 親水機能 の 向上 に あ た っ て は,

こう した 水

の 持 つ 様 々 な利 用 を工 夫 す る こ と に よ り, よ り 良

い 環境 を作 り 上 げ る こ と が で き よう｡

こ う し た水 の ｢量+ に つ い て は, そ の 利用方法

に よ う て 千差万別 で あ る
｡ 親水性 の 向上 の た め の

定量 的な 指標 は 一

率 に 決 め られ る も の で は な い
｡

農業用水 を利用 し て, 親水機能 の 向上 を図 る に

つ い て も , そ の 量 は自ずと 限界 が ある も の で ある
｡

しか し, 水深, 流速 に つ い て は, い ろ い ろ変化 さ

せ る こ と は で き る ｡ 水環境整備 に あた っ て は, 水

の 利用形態 を考 え, そ の 工 夫 を行 っ て み る こ と が

必要 とな ろ う
｡

(2)良好 な 水質

親水機能 の 向上 を図 る た め に は
, 水 の 利用形態
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に も よ るが , 良好な 水質 が望 ま しし) こ と は言う ま

で も な い こ と で あ る
｡

プ ー ル の 水, 水遊 び に ふ さ

わ し い 水, 人 の 飲用 の た め の 水, 生物 が 存在 しう

る 水, 農業用水 と し て利 用 で き る水等, 様 々 な 利

用 の 形態が ある ｡ 現在, こ う した利用 に あた っ て

の 望ま し い 水質基準 が設 け られ て お り, そ れ ら の

基 準 を も と に水質 を確保 して ゆ く 必要が あ ろう ｡

(3)水 辺 へ の ア プ ロ ー チ の 確保

水辺 を高 い 所 か ら な が めて も, 風景 と して の 美

しさ は ある か も しれ な い
｡

し か し親水 と な る と 別

で あ る
｡

人 と水 とが 自然 に ふ れ 合う こ と必要で あ

り,
こ の た め の ア プ ロ ー

チ の 確保が 必要 で あ る｡

高 く築 か れ た 護岸 や, 有刺鉄線 に は り め ぐ ら され

た フ ェ ン ス の ある水路, こう した 施設 で は, 水 と

地域住民 との ふ れ あい は な い
｡ 水辺 が訪 れ る も の

に と っ て 危険 な空間に な っ て も 問題 で は ある が ,

そ う した対策 を講 じ つ つ 自然 に 水辺 に 接近 で き る

ア プ ロ ー

チ の 確保 が 必要で ある ｡

ア プ ロ ー チ と い っ て も 自然 の 中 に 生か さ れ た ア

プ ロ ー チ が 必要で あり, 歩道 や 自転車道 を設 け る

に し て も, そ の 構造, 線形等 い ろ い ろ な 工 夫が 大

切 で あ る
｡

表- 2 親 水機 能 の 要 素と向上 の ため の 方策

親 水 機 能 の 要 素 向 上 の た め の 方 策

(分水 量 の 確 保
･ 流 水 の 確 保 ･ 美 しさ ･ 落ち着 き
･ 水 面 の 確 保 ･ 自 然観 ･ 調 和

･ 水位 の 確 保
･ 流 れ の 創造 ( 湧く, 滑る , 流 れる

落 ちる と い
っ た動 態 と して の 水)

･ 変 化 ･ 視 野

(多良 好 な水 質
･ 安 全性 ･ 下 水処理 水導7k ･ 排 水規 制
･ 無 臭性 ･ 河川 水取 水 ･ 浄化施 設
･ 透 明性 ･ 地下 水揚 水 ･ 淫 諜

(参水 辺 へ の アプ ロ ーチ の 碓 保
･ 安 全性 ･ 高 水敷造 成
･ 触 れや すさ ･ 護岸 改修 (親 水護 岸化)
･ 近 づ きや すさ ･ 堤 防改修 (緩 傾斜化)

･ テ ラ ス 造 成 ･ 遊 歩道
･ 人 口 池化 ･ 自 転車 道

④水 辺施 設 の 設置
･ 遊 び ･ 広 場 ･ 水 の み 場
･ 散 策 (連 続性) ･ グ ラ ン ド
･ 見 る ･ 噴 水
･

休 息 ･ 橋
･ 渡 る ･ 休 憩所

(多良好 な景観
･ 美 しさ ･ 視 野 ･ 流 路 改修
･ 自然観 ･ 天 然 素材 の 使用
･ 変 化 ･ 疑似 自然物 使用
･ 落 ち着 き ･ 植 栽
･ 調 和 ･ 橋 梁改修

⑥緑 の 存在
･ 調 和 ･ 植栽 , 植 樹
･

象徴 性
･ 美 しさ

･ 花 壇

(多生 態系 の 保 全
･ 自 然性 ･ 水生 植物植栽
･ 7K 量 の 確 保 ･ 魚類 等の 放流
･ 良好 な水 質 ･ 瀬淵 の 造 成

･ 護岸 改修 (生 態系 保全 護岸)
･ 自然石 配 置
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(4) 水辺施設 の配置

親水性 を 高め る も の と して , 水 辺施設 の配置 が

必要で ある ｡ 水辺施設 の 配置 に あ た っ て は, 単 に

い ろ い ろ な施設 を な ら べ るだ け で は意味が な い ｡

水環境整備計画 に お い て は, そ の 水辺施設 が事業

の 中で, 親水性の 向上 の た め に ど の よう な意味 を

も つ か 考 えて お く こ とが 重要 で あ る｡ 事業全体 を

ト ー タ ル と して バ ラ ン ス よ く配置す る こ と が 重 要

で ある｡

農業水利施設 の多 く は, 田 園や 中山間と い っ た

比較的人 の 訪れ る こ とが 少 な い 場所で ある ｡ こう

し た場所 に お け る水辺施設 に お い て は, 存在感 を

出 させ る た め に , シ ン ボ ル 的 な施設が あ っ て も良

い の で はな い か ｡ た だ そう した施設 を配置 す る に

あ た っ て も, 自然 に 配慮 し, 自然 の中 に マ ッ チ す

る 施設 で あ っ て ほ しい も の で ある ｡

閲

60

50

4 0

03

02

01

52 .1

4 3 .2
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(5)緑 の 存在

良好 な景観 の あ る場所 に は, 必ず と い っ て い い

ほ ど原 が ある ｡ 適度 の緑 の 存在 が, 親水性 を向上

さ せ る た め に は必要 で あ る｡

最近, 都市 に お け る道路や 公園 に は適量 の 緑 が

あ り, 小 さ い な が ら 自然 を作 り上 げて い る
｡

コ ン

ク リ ー ト や ア ス フ ァ ル トの 中 で生活 し て い る都会

人 に と っ て は, 多少 で はあ る が
, 緑が 存在 す る こ

と に よ っ て
,

心 の や す ら ぎと な り憩 の場 と な っ て

い る｡ 農村 に い る と, こ う し た緑 の あ る風景 を つ

い つ い 忘 れ が ち に な る ｡ 水環境整備計画 に あた っ

て は適量 の緑 を配置 し変化 を つ け る工 夫 が必要 で

あ る
｡

緑 と い っ て も,
い ろい ろ な木 の 種類 が あ り, そ

の 場 の 状態 や, 季節感 を出すた め の 工 夫な どが 必

要で あり, 農業水利施設 に よ っ て は, そ の存在 を

き らう こ と も ある｡ 将来 の 姿 をお も い う か べ な が

ら 配置 す る こ と が必要で あろ う｡

園- 4 都市 及 び 農村住民 の 農村 に期 待 する役 割
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農村 の 役割 に関する世論調査+ ( 総理 府 , 昭和6 2 年)
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(6)良好 な 景観

親水性 を高 め る た め に は, 良好 な景観 が 必要 で

ある
｡ あ ま り に も あ た り ま えの こ と の よ う に も 思

え る が, つ い つ い 忘れ が ち に な っ て い る こ と が 多

い
｡ 水辺 に 訪 れ る 人 の 視野 に

,
美 しさ, 自然感 が

あ り
,

う る お い と や す ら ぎ を与 え る良好 な 景観 が

な け れ ばな ら な い
｡

玉 砂利や 天 然木 の 良 さ, 植栽や 自然 の 条件 を 生

か した 安全性 の 確保 も, 水環境整備 を実施 す る 上

で は重要 な こ と で あ る｡ 豊 か な自然 が あ る に も か

か わ ら ず, 十分生 か し き っ て お ら ず, せ っ か く の

水辺 に, 人工 の 手摺 や コ ン ク リ ー ト, ア ス フ ァ ル

ト の歩道 を配置 し た事業 が 見 ら れ る ｡

今 ま で の 農業水利施設 の計画
･

設計 に お い て は,

施設 の 利用 者 と し て の 視点 に 注意 が 払わ れ , 周辺

の 景観 に 配慮が な さ れ て い な い も の が 多分 に あ る
｡

こ う し た点 を補完 す べ き環境整備事業が
, ま た 同

じよ う で は問題 で あ り残念で ある ｡ せ っ か く作 る

の で あ る
｡ 自然景観 に細心 の 注意 を払 っ て ほ し い

も の で あ る ｡

(7)生物資源 の 存在

生物資源 の 存在 は
, 水 の イ メ ー ジ を高 め, 親水

性 を高 め る に は必要 で あ る｡

生物資源 の 存在 は, 水量, 水質 と深 く か か わ っ

て い る が
,

コ ン ク リ ー ト化 さ れ, 魚 の 住 む 場所 が

確保 さ れ て い な い 水路 や護岸で は, 生か す こ と は

無 理 で ある｡ ま た , 昔の 子 供達 が
, 川原で 楽 しん

だ 小動物 を期待す る こ と も 不可能 で あ る｡

親水事業 と して 実施する か ら に は, 生態系 の確

保 に つ い て も配慮 し, 親水護岸 や瀬淵の 確保 を行

っ て ほ し い も の で あ る｡

4 . お わ り に

平成 三 年度 か ら, 水環境整備事業 が ス タ ー ト し

全国各地で 事業 が計画 され , 実施 さ れ よ うと し て

い る
｡

し か し, こ う した 事業 に つ い て 今 ま で 取 り

扱 っ た経験 も 少 な く, 参考図面も 少 な い の が 実情

で あ る｡ い ろ い ろ と 現場 で は苦労さ れ て い る よ う

で あ る｡ 全国, 同 じよ うな 施設 が 出来 て も 問題 で

ある ｡ 地域 の 特色 を生 か し, 地域 に 合 っ た も の を

多少時間 を か けて で も計画 し, 地域 の 総意 に よ り

水環境 を創出 して ほ しい も の で ある
｡

由良の 価値感 が , 高度経済成長 を反映 し て物 の

豊 か さ か ら心 の 豊か さ へ 変化 し て き て い る｡ 農村

の も つ 豊か な 自然, 景観 に 対 す る期待 は増 々 高 く

な っ て き て い る ｡ 農村 は, 豊 か な水 と 緑 に恵 ま れ,

う る お い と や す ら ぎに 満 ち た 美 し い 生産 と 生活 の

両面 が 両立す る空間で な け れ ば な ら な い
｡

水環境整備事業 を 実施 す る に あ た っ て は, 農村

の も つ 良さ を十分発揮 で き る よ う細心 の 注意 を払

っ て実施 し て ほ し い も の で あ る
｡

⑱ * 農 業 土 木事 業 調 査 設 計 *

凝 農業開発事業 に関する 調 査 ･ 計画 ･ 設計 並 び に 施エ ･ 管理

渡 海外聞 発 事業 に対する 農業 土木技術の コ ン サ ル テ ィ ン グ業務

紫 一 般土 木事業の 調 査 ･ 計画 ･ 設計業務

※ 農業集落排水の 新規計画 ･ 設計 ･ 実施

雲悪日本農業土木コンサルタンツ

本 社

分 室

仙台事務所

札幌事務所

長野事務所
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【報 文】

土地改良事業と ｢ せ せ ら ぎ遊園の ま ち+ づ く り

一 農業水利施設高度利用事業甲良地 区 一

中 江 修
一

郎
*
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滋賀県最大 の稲作地帯で あ る 湖東平野 に 所在 す

る犬 上郡甲良町 は, 今全町 を挙 げて
"

せ せ ら ぎ遊

園 の ま ち (水 と 緑 の 町)
' '

づ く り に 取 り組 ん で い

る｡ 奇 しく も農業水利施設高度利用事業(以下｢高

度利用事業+ と略称す る) の ス タ
ー

トが こ の運動

の 全町的 な盛 り上が り へ の 活性剤 と な っ た の で あ

る｡

以下, 甲良地区高度利用事業 の 実施 の 背景
, 事

業 の 概要, 推進 の 方法 な どに つ い て紹介す る｡

1 . 犬 上 郡甲良町 の 概況

甲良 は古 く は, 犬上 川 の 川原 の 意味か ら ｢ か は

ら (河原)+ と 呼ばれ て い た, それ が語源 と い わ れ

て い る
｡

明治 の 村制 に よ り誕生 した 東甲良村 と 西甲良村

が 昭和3 4 年合併 に よ り 甲良町 と し て誕生 し た ｡

町面積1 3 . 7k坑 総人 口8
,
9 6 9 人,

2
,
1 2 8 世帯, 耕

地面積7 4 4h a
, 農家戸数1

,
01 6 戸 と本県 で は ( 山林

を 持た な い) 標準的 な農村 の
一

つ で あ る
｡

ま た こ の地方 は早くか ら拓 け た地域で
,

長 い 歴

史 を物語 る数多く の遺跡や 文化財 を有 し て い る ｡

2 . 地 域 の 概要

こ の 地域 は, 琵琶湖 の 東部 に拓 ける 湖東平野の

北端 で
,

三 重県境 の 鈴鹿山系 に 源 を発す る犬上川

の 左岸 に 展開す る扇状地で , 南北 (扇形 の 弦長)

4 k m , 東西 ( 扇形 の高 さ) 3 k m の 地域で ある ｡

地域 は, 犬上 郡甲良町 の ほ ぼ 全域 を包含 して お

り , 地域 の 東部 を名神高速道路 と 国道3 07 号 が , 西

* 滋 賀県彦根県事務所
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‥
･ … … ‥

1 9

7
. 高度利 用事 業の概 要 ‥ … … = ‥ ･ … ‥ ‥ … … … … ･

2 0

8
. 高 度利 用事業 の 推進 方法 ･ … ･ … ･ … ･ … ･ … … … ･ 2 0

9
. 完成施設 の概 要 ‥ … ‥ … … … … … … ‥ ‥ … ‥ ･ … ･ 2 1

1 0 .
お わ りに ‥ … … … … ‥ … ‥ … ‥ … ･ ･ …

… ･
･ …

… …

2 2

室長浜

至 大垣

米原

本

琵 琶 湖

ーー

＼ 一
ヽ

_ ′ 稲枝

至近江八幡

′

甲
良
町

彦根

屡塵要

南彦根

河瀬

至 八 日

囲

東町

至 八 日市

至開ヶ 磨

米原イ ン タ ー

[夏空団

良
l

＼
｢

＼

＼
･ ヽ _

図- 1･ 位 置 図

部 を東海道新幹線 が い ずれ も 並行 し て 通過 し て お

り, 国宝彦根城 が所在す る彦根市街地 お よ び 高速

道路彦根イ ン タ ー チ ェ ン ジ の南方お よ そ 5 k m に 位

置 し て い る ｡

こ の 地域 は, 古来 か ら犬上 川 に 設置 さ れ て い た

3 カ 所 の 取水井堰 に よ り穀倉地帯 と し て拓 けて い

た が , 犬 上 川 の流域 が狭く河川流量 の 変化 が 大 き

い た め, 干ば つ に な る と 水争 い が 絶 え ず, 本県で

も 有数 の 水紛争多発地区の 一

つ で も あ っ た ｡
こ の

た め , 昭和 の初期 に 当時の 地域 の 有力者 の肝 入 り

で, わ が 国最古 の コ ン ク リ ー ト重力ダム で あ る犬
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上ダム お よ び金屋頭首 工 が築造 さ れ た｡ 以 来 こ の

二 つ を主水源 と して 地域 の 農業が 安定 した 用水供

給 の も と に発展を遂げて き た
｡

3
.

地 域 か ん が い 状 況

金屋頭首工 が設置 さ れ て い る
一

級河川犬上川 は,

上 流 で 南, 北流 が 合流 して お り, 犬 上 ダム は商流

に 建設 さ れ て い る ｡ 従 っ て頭首 工 は北流の 河川水

を主水源 と し, ダム は調整池 と し て の 壊能 を有 し

て い る ｡

頭首 工 で は, 左右両岸 に 取水 さ れ, 右岸 は犬 上

郡多賀町 の
一

部 に , 左岸 は甲良町 の大部分 と犬 上

郡豊郷町 の
一

部 に供給 さ れ て い る｡

こ の 内, 左岸 に 取水 さ れ た 用水 は, 上 流端 で 3

分 と して 地域内 へ 流下 さ れ て い る ( こ れ を 3 川分

水 と 呼ん で い る) ｡

3 川分水 の 末端水路 は, 水 田 や 集落 の 中 を樹枝

状 に 地域全域 に延伸 して お り , 水 田用水 と 集落雑

用水 の 機能 を み ごと に調和 さ せ なが ら, そ の 大部

分 の水路 が 野面石 や 玉 石 で構築 さ れ て お り, 壮大

な水環境 を形成 して い た の で あ る｡

ま た, 頭首工 て か ら の 左岸導入 路60 0 m 余 は, 先

人 の 心使 い が 実 を 結び , 両岸 は雑謝右横, 堤防 上

に は楼 の 大木が 見事 に 育 ち, 4 月 の 上 旬 は桜 の ト

ン ネ ル を通 っ て用水 が 流下 す る と い う桜 の 名所 に

も な っ て い る｡

こ の様 に し て こ の地域 の 農業 用水路 は, 広大 な

範囲 で美 し い 農村景観 を形成して い た｡ しか し な

が ら そ の 反面, ほ場 の 区画形状 は変形で しか も 小

区画, 農道 は密度が 低く, 顧貞 は狭少, 屈折蛇行

が ひ どく, 農業経営 の 近代化 で ある 機械化農業 の

大 き な障害 と な っ て い た ｡

写真
-

1 農 業用 水路 が集落 内を流 下 し
,

美 しい 水環 境 を形成 して い る(1)

写 真- 2 民 家 の 中庭 を流 下 する農 業用 水路

写真 - B 集落 内に 設 けら れ た従 来 の 分 水工

集落 内も水田区域 と同様に用水路 が樹枝状
に延伸 し, 分 水工もあり

,
生活と密着 した

水環境 を形 成して い た
｡

一写 真- A 昭 和初期 の 土 地改 良 に よ る修景 対策
桜の 大木 の トン ネ ル 内を流下する

, 第 1 号

送水路 ( 雑石積護岸水路) ｡

4
. 基 本事業 と関連事筆ての 概要

高度利 用事業 の 母体 と な っ て い る か んが い 排水

事業 な ら びに関連事業 で あ る県営 ほ場整備事業 し

て の 概要 は次 の と お り で あ る｡
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[基本事業]

事 業 名

地 区 名

関係市町名

受 益 面 積

受 益 戸 数

県営か ん が い 排水事業

犬 上 地 区

(左岸) 犬上 郡甲良町, 豊郷町

(右岸) 犬上 郡多賀町

7 85 h a

l
,
2 6 5 ノ

P

事 業 概 要

送 水 路 1 3
,
7 82 m

開 水 路 7 18 m

管 水 路 1 3
,
0 64 m

付帯構造物

調整池 1 カ 所

分水 エ 1 7 カ 所

揚 水 機 7 カ 所

水管 理施設 1 式

工 期 昭和59 年度 全体実施設計

昭和60 年度 工 事着 工

総 事 業 費 3
,
49 3

,
0 00 千円

進 捗 率 3 2
.

5 %

[関連事業]

☆ 甲良南部地区県営 ほ場整備事業

受 益 面 積

総 事 業 費

進 捗 率

1 3 4 h a

l
,
0 83

,
00 0 千円

9 4 . 4 %

☆ 甲良東部地 区県営 ほ場整備事業

受 益 面 積

総 事 業 費

進 捗 率

2 40 h a

2
,
57 4

,
0 00 千円

52 . 3 %

☆ 甲良北部地区県営 ほ場整備事業

受 益 面 積

総 事 業 費

進 捗 率

2 1 4h a

2
,
27 4

,
0 00 千円

24
. 6 %

5 . 高度利用 事業 の 経緯

前 に も述 べ た よ う に , 金屋頭首工 か ら取水 さ れ

た用水 は水田 用水 の ほか , 地域 に 定住 す る人々 の

生活 を支 え る命 の水 と して, あ る と き は心 の憩 い

と安 ら ぎを与 え る 田 園風景 の 主役 と して 長 い 間そ

の務 め を果 た して きた ｡ そ う して, こ の地域 の 人 々

は古くか ら農業用水 だ け で な く , 日常 の 生活 が水

と切 り放 し て考 え られ な い ほ ど水 と 密着 し た生活

を営 々 と し て続 けて き た の で あ る｡

しか し なが ら 農地 は, 変形で 小区画 の た め農耕

作業 の合 理 化が 図れ ず, 経営の 近代化 に は程遠 い

状態 で あ っ た
｡

こ の た め農業 を営 む人 々 は,
こ の

美 し い 景観 の保存 や 水 と 密着 し た生活 の 保持 と ほ

場整備 に よ る農業経営 の合 理 化 へ の欲求 と の 板挟

み に な っ て 悶々 と し た 日 々 を過 して き た の で あ っ

た
｡

そ う し て, 農業 を取 り巻 ぐ情勢 が 厳 し さ を増

し, 農業後継者 の 不足 ･ 農業就労者 の 高齢化 の 進

展 に よ り, 農業生産基盤整備 の 推進 に よ る農業経

営 の合 理 化 へ の 欲求が 景観保全 を押 し切 る形 と な

っ て
, 生産基盤整備事業 が 推進 さ れ る こ と に な り,

昭和5 8 年度 に 基幹事業で ある 用水改良事業 の調査

計画 が 実施 さ れ計画が ま と ま っ た｡

用水改良計画 で は, ほ場整備 に よ り 大区画 ほ場

の 造成 を図 る た め, 既存 の樹枝状開水路 を パ イ プ

送水路 によ り用水 ブ ロ ッ ク 毎 に給水 す る と い う,

水利系統 を大変革 し よう と す る も の で あ っ た｡
こ

の た め従来や や も す れ ば機能優先 の 計画思潮 に 陥

りが ち で あ っ た態度 を深く反省 し, 豊 か な 自然 の

恵 み, と りわ け住民 と水 と の 深 い 関 わ りが あ っ た

事実 を存続 させ る た め の 計画手法 を試 み る こ と と

し, 昭和5 9 年10 月京都大学西 口猛教授 を委員長 と

す る学識経験者, 県, 町, 土 地改良区等 の 代表10

名 で構成 す る ｢犬 上 地区環境検討委貞会+ を設置

し種 々検討 を行 っ た ｡

委員会 で は, ｢ 従来か ら集落内水路が 水 田 用水路

と 一

体的に 機能 して 形成 して い た 水環境 (環境,

水質) が 大 き く影響 さ れ る こ とが 予想 さ れ る た め,

そ の対策が 必要 で あ る こ と ｡ さ ら に歴史的 に 形成

さ れ て きた 機能 と 形態 の
一

部 を保存 す る 方策 と し

て, 分水工 を利用 し た農村公園 の 設置 ｡+ が 提案 さ

れ た ｡

こ の 提案 を受 けて 県, 甲良町, 犬上 沿岸土 地改

良区 は, ｢ 甲良町農村景観形成構想(水 と 緑 の ある

農村 を守 り育 て る た め に) + を策定 し, そ の 実現 に

向 け て相協力す る こ と と な っ た ｡

しか しな が ら, こ の 構想 を 実現 させ る た め に は,

膨大 な経費が 必要 と な る も の の , そ の財源確保 の

見通 しが つ か ず構想倒 れ に終 る の で は な い か と い

う懸念 が 強か っ た ｡

幸 い
, 昭和63 年度 か ら農林水産省で , 農村景観

形成対策 の
一

環 と して 農業水利施設高度利用事業

の 制度 が制定 さ れ, 当地区も平成元年度 に 採択 さ

れ る こ と と な っ た
｡ そ こ で 全国土 地改良事業団体

連合会 (全 土 地連) に 計画 の 策定 を委託 した ｡
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全土地連 で は, 帝京農 工 大学千賀祐 太 郎助 教 授

を委員長 に , 日本大学勝野武彦助教授 , 多摩美術

大学渡部
一 二助教授, 日本工 業大学岩隅利輝講師

等 の 諸先生 をメ ン バ ー と す る ｢ 農業水利施設高度

利用検討委貞会+ を設置 し
, 同委員会 の意見 を徴

し なが ら, 本地区の 計画構想 をま と め ら れ, 報告

書 が 提出さ れ た ｡

全土 改連 の 報告書 は, 高度利用検討委貞会 し の

ア ド バ イ ス
, 前述 の 環境検討委貞会報告, 農村景

観形成構想等 を踏 ま えて , 高度利用事業 の 全体計

画構想 と施設 の概略設計か ら構成 され て い る｡

そ う して
, 平成元年度 に 全体計画構想 の なか か

ら そ の
一

部 が 採択 さ れ, 環境保全 に対 す る検討 を

始 め て 実 に 5 年 を経過 し て , よ うや く事業実施 を

見 る こ と と な っ た の で あ る｡

6 . 水環 境整備 全 体構想

高度利用事業 の 全体計画 の ま と め と 同 じ頃, 甲

良町で は ｢ 甲良町総合計画+ の 策定 が進 め ら れ て

い た｡ そ う し て平成元年 6 月 そ の 名 も, ｢ 甲良夢現

甲 良 町 夢 現 計 画 (総 合計 画)

｢ 躍進 す るせ せ ら ぎ遊 園 の まち+

計画 (躍進す る せ せ ら ぎ遊園の ま ち づ く り) + と し

て ま と め ら れ た ｡

甲良町 は夢現計画 に 基 づ い て , ｢ 水 と 緑 の 景観整

備事業 〈行政 と 住民 が 一

体 と な っ て 推進 す る 事

業〉+実施要領 を制定 し
, 各集落 の 自治会 に む ら づ

く り 計画 を積極的 に 取 り 組 ま せ る こ と と し て,

各々 に 計画 を た て させ る こ と と した ｡

平成 2 年度 か ら 自治省所管 の ｢地域 づ く り推進

事業+ が 実施 さ れ
, 甲良町 は ｢ せ せ ら ぎ遊園景観

整備事業+ と して, 上 記水 と 緑の 景観整備事業 の

な か か ら 緊急性 の 高い もの を こ の 事業 で取 り組 む

こ と に した ｡

せ せ ら ぎ遊園景観整備事業 で取 り組 め な か っ た

事業は, 町と 集落が 水 と 緑 の 景観整備事業 と して

推進す る こ と と し て い る ｡

そ こ で , 町, 土 地改良区と の 協議 の 上 , 遅 ま き

な が ら 高度利用事業 の全体計画構想 と 水 と緑 の 景

観整備事業 の 内高度利用 と性格 を 同 じく す る も の

を整理 して, ｢ 水環境整備全体構想+ を た て る こ と

に し, 現在 そ の作業 を進 め て い る と こ ろ で あ る｡

地域 づ く り推 進 事業

< 自 治省認 定事 業>

県営か ん が い 排 水 事

< 農 林水産 省助 成 事

(水環境 整備計

県営 ほ 場整備 事業

(せ せ ら ぎ遊 園景観 整備 事業)

* 歴 史街 道整 備 1
,
8 9 5 m

* 自然 の 森 整備 13
,
8 9 0 m

乏

* 公 園 整 備 9 00 m
丑

… --- - 水 と緑 の 景観整 備事 業

< 町 単独助 成事 業>
* 梅 林 公 園 16

,
1 5 0 m

2

* 歴 史公 園整 備 5
,
3 0 0 m

2

* 市 民 農 園 30
,
0 0 0 m

2

* 公 園 整 備 8
,
2 0 0 m

z

* 景観 道路 整 備 5
,
1 0 0 m

業

業 >

農業水 利施 設高度 利用 事業

< 農 林 水産省 助成 事業 >
* 親水 性用 水路 640 m

* 遊 歩 道 640 m

* 親 水 性 広 場 6 カ 所

画)

< 農林 水産 省助 成事 業>

* 親 水 性用 水路 3
,
8 0 0 m

* 親 水 性 広 場 8 カ 所
* 水 の 資 料 館 ､ 1 棟

(平 成 3 年 8 月現 在)

図 - 2 土地 改良事 業 と 甲良町総 合計 画 の 関連 図
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な お, 水環境整備全体構想 に 組 み 入 れ る も の と

して
, 次 の も の が 予 定 さ れ て い る｡

☆幹線送水路

金屋頭首工 か ら 地域上 流端 ま で の 幹線用水路 が

現在雉右横で 護岸 さ れ
,

そ の 堤防 に 桜 の 大木 が生

長 して桜 の 名所 と な っ て い る
｡

こ の 幹線用水路 は,

漏水 が激 し く, ま た 断面 が 不足 して い る た め改修

の必要が あ る
｡

こ の た め,
こ の 景観 の保全 を図 り な が ら水路 の

改修 を進 め る｡

* 1 号送水路 (右横護岸)

* 管 理 用道路 (遊 歩 道)

6 40 m

6 40 m

☆ 親水性用水路

従来農地内 の 用水路 と集落内雑用水路 が
一

体 と

な っ て機能 し て い た が , 幹線 用 水 パ イ プ か ら各分

水 に 分割給水 さ れ る た め, 従来の 集落内雑用水路

(雑石 ま た は玉 石積) は, 流下水量 が極滅 し水質

悪化 が 予 想さ れ る た め
,

そ の対策 を 図る
｡

* 高 虎 の 川 (集落内残存水路) 40 0 m

* 古 川 ( 〃 ) 40 0 m

* ホ タ ル の 川 ( 〃 ) 60 0 m

* そ の 他用水路 ( 〃 ) 2
,
4 0 0 m

☆ 親水性広場

従来歴史的 に 形成 さ れ て き た水環境 の 機能 と形

態の
一

部 を保存す る た め, 集落近辺 の 分水 工 に 親

水性広場 を 設 け る｡

親水広場 は, 送水管路 が ク ロ ー ズ ド タイ プ の た

め 圧力 バ ル ブ に よ っ て減圧 して分水す る こ と に な

っ て い る の で, こ の余剰水頭 を利用 し て滝 , 噴水

等 の 施設 を 設置す る
｡

な お
, 地区上 流 の ｢ 三 川分水+ の 取水形態 を ミ

ニ チ ュ ア化 して 保存 す る ｡

* 1 号分水工

* 2 号分水工

* 3 号分水 工

* 4 号分水 工

* 6 号分水 工

* 7 号分水 工

* 9 号分水 工

* 1 0 号分水 工

* 11 号分水 工

* 1 2 号分水 工

(金屋三 川分水公園)

( 池寺親水公園)

( 長寺格塚)

( 横関親水公園)

( 法養寺神明 の 滝)

( 長寺 ピ エ ロ の 滝)

( 下之 号桂城 の 滝)

( 尼 子 駅噴水 公 園)

(尼子 遊水公園)

( 小川原栗林

古墳公園)

* 12 -2 号分水 工(呉竹梅林公園)

1 . 00 0 Ⅰぱ

45 0 血
2

4 5 0 Ⅰぜ

3 0 0 m
2

2 5 0 Ⅰぜ

8 5 0 Ⅰぜ

8 0 0Ⅰぜ

7 50 m
2

1
. 3 50 Ⅰぱ

1 . 2 50 m
2

* 14 号分水工

* 1 7 号分水工

* 調 整 池

(在 士 高虎公園) 75 0 m
2

( 北落親水 公 園) 5 50 m
2

( 親水公園) 1
,
00 0 Ⅰぱ

☆ 水 の 資料館

地域 に か か わ る 水 に 関す る資料 を収集 して 展示

保存 す る資料館 を建設 し, 三 川分水公園 と
一

体的

に 総合的 な水 の セ ン タ ー と す る｡

丁
. 高度利用 事業 の 概要

現在農林水産省 の 補助対象と し て認 め られ て い

る農業水利施設高度利 用 事業 の 概要 は, 次 の 通 り

で あ る
｡

☆ 対象施設

(∋基盤施設

0 1 号送水路

②環境施設

○ 親水性広場

○ 遊 歩 道

( 自然石 練積)

( 分水 工 , 調整池)

( 1 号送水路沿 い)

③その 他

○ 測量試験費

○ 用地買収補償費

☆ 総事業費

6 40 m

6 カ所

6 40 m

l 式

1 式

3 0 4
,
00 0 千円

☆ 工 期 平成元 年度 ～ 平成 5 年度

☆ 施設 の 予 定管 理 者 .
犬上 郡甲良町

8
. 高度利用 事業 の 推 進方 法

昨今 の 甲長町 は, 農村 の 環境整備 に 対 して 住民

挙 げて取 り組 み が 浸透 して い る が
,

こ の 事業 の ス

タ ー ト した 頃 は, 環境整備 は行政機関が 実施 して

当然 と い う風潮 が 強 く (都市化 が も た ら した
一

般

的 な傾向) , 当地区の よ う に 広域的 な施設対応 を な

す 場合, 最大 の 懸案 は完成後 の 維持管 理 が 適切 に

行 え る か どうか で あ っ た
｡ 当時甲良町内で は水 田

農業確立対策 に よ る転作 は, す べ て バ ラ転作 で 集

団転作 は皆無の 状況 で あ っ た
｡

こめ こ と は, 古 く

か ら 地域住民 の 懇談 と協調 の も と に 営 ま れ て き た

集落本来 の 機能 が 低下して い る証 で あ り, 当然 の

結末 と し て 行政機関 に 維持管理 を 強 い られ る こ と

が 懸念 さ れ た｡

そ こ で, 従来 の 行政主導型 の 推進方法 を改 め,

各施設 の 実施計画 か ら関係集落 を 中心 に , 基本構

想樹立 は地 元 で ,
コ ン サ ル タ ン ト と の 詳細設計打

ち 合せ に も 地元代表 を参画 さ せ る 等住民主導型 に

5 00 Ⅰぱ 切 り替 え る こ と に した
｡
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こ の 試 み は, 事業 の ス タ ー ト時 こ そ 地域 の体制

固 め に 時間 を 要 した も の の
,

大 き な成果 を上 げる

こ と が で き た｡
こ の 種 の事業 は, 規模的 に も 内容

的に も限度 が な く構想 は無限 に 拡大す る も の で あ

る ｡ しか しな が ら補助事業で ある以 上 お のず か ら

予算的 に限度 が あ る も の で あ る｡

そ こ で , 足りな い も の は住民 が個 々 に持 ち寄 っ

た 資材 を手 づ く りで 補充 す る な ど, 従来 の公共事

業 で は考 え ら れ な い 方法 で 施設 が充実す る と か,

ま た あ る集落 で は, 地域 の 将来 を担う子供達 に 広

場 の イ メ ー ジ 図 を えが か せ , そ の 中か ら選 ん だ 構

想 を そ の ま ま 採用 し, 子供 の 夢 を実現 させ た施設

も で て き た｡

一

方, 高度利用事業 の 実施 と‾時期 を同 じく して

進 め ら れ てV ) た 夢現計画 (町総合計画) に も, 住

民主導 の 市井 が 盛 り込 ま れ , 以来僅 か 2 ～ 3 年 の

間 に 甲良町全域 に浸透 して 行 っ た ｡

そ う し て,
せ せ ら ぎ遊園 ま ち づ く り運動 を推進

す る た め, 各集落が 自主的 に｢ む らづ くり 委員会+

を設置 し て い る｡ 従 っ て 今で は, こ の委員会 を中

心 に 事業 を推進 し て い る が , 事業 ス タ ー ト時 に 比

べ て 随分変 っ た も の だ と つ くずく感 じて い る ｡

こ の陰 に , 高度利用 計画 の検討委員会 の メ ン バ

ー で あ っ た各先生方 の, 町内各地 で の 講演, 講座

ある い は住民 と の 直接対話等度重 な る積極的 な 御

指導, ア ドバ イ ス が 大 き な 原動力 と な っ て い る ｡

何 は と も あれ 高度利用事業 に よ っ て 住民 に , こ

の 推進方法 こ そが , 町づ く り の 本来 の 姿 で あ る こ

と を理 解 させ え た と 自負し て い る
｡

9 . 完成施設 の概要

☆ 9 号分水広場 ( 下之 郷桂城 の 滝)

こ こ は , ほ 場整備事業で 確保 さ れ た ス ポ ー ツ公

園 (非農用地) の
一

角 に 設 け ら れ た 分水 で, 余剰

水頭 を利用 し て築山の 前面 に 組石 に よ る滝 と 池 を

配置 した
｡

な お こ の 分水 の流末水路 は, ス ポ ー ツ公園の 周

囲 を迂回 して ほ場 へ 送永 さ れ て い る が, こ の 取付

水路部 は, 地元民 の総出 に よ り, ほ場整備 で排除

さ れ た 玉 石等 を利用 して の 水路 の 修景, 電柱 ( 木

柱) の 廃材 を利用 し た 2 棟 の 四 阿, 有線電柱 ( コ

ン ク リ ー ト柱) を利用 した藤棚 , 便所等全 て手作

り の作業で 親水広場 と 一

体 と し て の 横能 を発揮 し

て い る ｡

ま た 池 に は, 地域 の 人 た ち が 持 ち寄 っ た 数十 セ

ン チ メ ー ト ル の 緋鯉 を始 め種々 の 魚 が放流さ れ ,

他 の 周辺 は こ れ も皆 が 持 ち寄 っ た庭園木等が 訪 れ

る度 に増 え て お り, 今 や竣 工 当時 の面影 が な くな

る ほ ど見事 に 整備 さ れ て い る ｡

こ の よ う に , 1 ～ 2 年前 ま で 集団転作 す ら話合

い が困難 で あ っ た集落 が
, 高度利用事業 の 実施 を

き っ か け に , も の の 見事 に 新 し い 村づ く りが で き

る よう な 大 き な変身 を遂げた の で あ る｡

( 施設 の概要)

* 施設規模

面 積

* 工 事概要

右 横 工

出

ば

ば

出

n

U

O

O

5

爪

U

5

4

4

8

1

2

体

郡

部

部

山

路

築

地

水

全

景 石 部 71 . 2 Ⅰぜ

池 部 71 .1 Ⅰぜ

小 川 部 2 3 . 4 Tぱ

計 1 5 5 . 7 Ⅰぜ

河 床 工 景石(1 t / ケ) 1 0 個

築 山 工

洗 場 工

* 事業費

栗石 22
. 7 Ⅰぜ

砂利(5 ～ 15) 2 . 0 Ⅱf

床 コ ン ク リ ー ト 26 . 7Ⅰぜ

山土盛土 95 Ⅲf

石 張 2 0 Ⅰぜ

コ ン ク リ ー ト 1 式

8
,
9 40 千円

写裏 - F 桂 成の 滝 の 現 況 (完 成後 2 年 目)

地元 の 人達 の手 づ くりで 周辺整備と維持管

理 が なされ, 見違 える ばか り に充実 した現

在 の 全景｡
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☆ 7 号分水エ (長寺 ピ エ ロ の 滝)

集落内 の
一

角に 設 け ら れ た 分水 で, 地元 の 小学

校高学年生 か ら 募集 し た構想画 か ら そ の 代表作

｢ ピ エ ロ の 顔+ をモ チ ー

フ に し て 築山の 斜面 を利

用 して, 三 角帽 子 の と ん が りの 先 か ら 吐水 し帽 子

の間 を段落で 流下 させ , 池 を顔 に み た て , 目, 鼻,

口 は置石で あ しら い
, 池 か ら流れ る水路 は両手 を

表 し, 上 空か ら見 れ ばピ エ ロ の 顔 そ の も の を分水

施設 と し た
｡

こ の よ う に , 地域 の 将来 を担う少年達 に も, 村

づ く り に 参加 さ せ る と い う新 し い 試 み が 成功 した

事例 と して 特筆 す べ き施設 で あ る｡

( 施設 の 概要)

* 施設規模

面 積

* 工 事概要

段 流 工

水 路 工

付 帯 工

植 裁 工

全 体 8 50 Ⅰぜ

築山部 12 0 m
2

池 部 6 0 Ⅰぱ

水路部 5 0 m
2

盛 土 工 37 7 エゴ

舗 石 工 7 4 Ⅰぜ

景 石 工 7 個

右 横 工 1 8 . 9 m
2

右 横 工 1 8 . 3 m
2

架 橋 工 2 橋

1 式

高木( ケ ヤ キ) 3 本

( イ ロ ハ モ ミ ジ) 1 本

低木( シ ャ リ ン バイ) 1 62 株

* 事業費 9
,
8 72 千円

川
. おわ り に

以 上 高度利用事業 の概要 を述 べ て き た が , _
ま だ

全体構想 か ら み れ ば そ の ほ ん の
一

部 の 施設 が施 工

さ れ た だ け で はあ るが , こ れ だ けで も相当大 き
.
な

成果 を 上 げる こ と が で き た
｡

つ ま り 高度利用事業

写 真- C ピ エ ロ の 滝 (第 7 号分 水工) の 全 景
子供達 の 描 い た夢 が 実現 した ピ エ ロ の 顔 を
モ ニ

ュ ーメ ン 卜した親 水広 場｡

の 施設 づ く りが き っ か け と な り, そ れ ぞ れ の地区

で 村づ く り が 活発化 し, そ の 起爆材 と な っ た こ と,

ま た そ れ ぞ れ 地区の 動 きが 波紋 の よう に 広 が り,

今 や 全町上 げて の 町づ く り へ と発展 した｡

つ ま り, 高度利用事業 の 予想外 の 無形 の 事業効

果 が あ っ た こ と で ある
｡

今後 の 残 さ れ た課題 は, 他 の 関連事業 と の 調整,

残事業 の早期完成と未採択事業に対 す る助成事業

へ の 対応 で あ ろう｡

ま た
,

工 事実施面で の 問題 と し て は, 幹線 ( 1

号) 送水路 の両側 に 生長 す る桜 の 大木 を保存 した

ま ま で の 水路改修, それ も通水断面 の拡大 を どの

様 な形 で施 工 す る か が 最大 の 難題で ある ｡

今 や 甲良町で は, 高度利用事業は町 づ く り の 中

で 最重要事業 で あり, それ だ け に 担当 す る者 に と

っ て も肩荷 の 重 い 仕事 で ある と と も に , や りが い

の ある仕事 で も ある ｡

最後 に , こ の 事業 の 計画 か ら 今 日 ま で終始 ご指

導 い た だ き, さ ら に は直接現地 で 地元住民 と直接.

の 対話等 を通 じ て ご支援頂 い た, 検討委貞会 の 諸

先生方 の御尽力 に対 して 心 か ら お 礼 を 申 し上 げて

筆 を止 め た い
｡
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【報 文】

景 観 に 配 慮 し た 農 道 整 備

一 農免農道 ｢ 西村地 区+ の 事例報告 -

森 修 二
*

岡 本 憲 治
* *

目

1
.

は じ めに
･ … ･ ･ … … … ‥ ‥ ‥ … ･ … … ‥ …

‥ … ‥
… ･ ･

2 3

2 . 地域 の状 況 と農 道整備 ‥ … … ･ ･ … … ‥ … … ‥ … ･

2 3

3
. 景観 に対 す る配 慮 の 発端 … … ‥ … ･ … ‥ ‥ = … ‥ ･ 2 4

4
.

予 算の 制約 と関 係機関の 協力 ･ ‥ ‥ … ･ ‥ … ‥ ‥ ‥ ･2 4

1
.

は じ め に

最近農村 の環境問題が 注目 を集 め て い るが , 昭

和3 0 年代 を思 い 起 こ す 時, そ の頃 の農村 は, 経済

的 に は豊か で はな か っ た けれ ども 自然環境 に は恵

ま れ て い た
｡

小川 に は メ ダカ や 小鮒 が 泳 い で お り,

渓流 で は
, 石 を取 り除 け ば沢ガ ニ が簡単 に 採 れ た

り した も の で あ る｡ 今 で は, 維持管 理 の 省力化 の

た め, 小川 は コ ン ク リ ー ト壁 で 固 め ら れ た り, 農

村 の浪住化 が進行す る の に伴 い
, 流水 は汚 れ て ド

ブ 川と 化 し, ザ リガ ニ す らも 棲息 で き な い 状態 に

ま で環境 が 悪化 して き て い る
｡

ま た, 人々 の 生活 も複琴な 人間関係 , 機械 や 時

間 に 追 わ れ て の 仕事, 日常化 し た交通渋滞等々 ス

ト レ ス は溜 ま る 一

方 で は な い だ ろう か
｡

こ う した な か
, ふ る さ と と して の 農村 , 潤 い の

あ る農村, 心 の や す ら ぎの 得 られ る 自然環境 の 豊

か な農村が 強 く 求め ら れ て い る｡

快適 な 生活環境 を創造 す る た め に は, 遊 び の場

と して の 公 園整備,
ゴ ル フ場 な どの リ ゾ ー ト 開発

等,

叫

定 の 限ら れ た 箇所 で の 整備 だ けで な く, も

っ と 日 常的 な身近 な 生活環境改善 に 配慮 す る こ と

も必要 な の で はな か ろ う か｡

｢ 西村地区+ 農免農道整備事業 の 実施 に伴 い
,

一

部分 で はあ るが , 潤 い の ある 農村 の
一

翼 を担 え れ

ばと景観面 に 配慮 して 工 事 を実施 した の で 事例 と

し て 報告す る も の で あ る｡

* 香川 県小豆 事務所 * * 香川県中部土地 改良事務所

次

5
. 景 観に酉己慮 した点 及 び公 園 整備 の 状況

… ‥ … ･

2 5

6 . 維持管理 … ･ … ‥ ･ ･ ･ t … … … … … … … ･ ‥ ‥ … … …

2 7

7
. 課題 等 … ‥ ‥ … ･ … … ･ … ･ … … … … … ‥ = ‥ … … ‥ 2 7

8
. 結 び … … … … … … … … ･ … ･ ･ … ‥ … ‥ ‥ ‥ … … … ･2 8

2
. 地 域 の状況 と農道整備

壷井栄 の小説 ｢ 二 十 四 の 瞳+ の舞台 と な っ た 小

豆 島, それ は全国
一

小 さ い 県, 香川県 の 北東部 に

位置 し
､ 瀬戸内海 に浮 か ぶ 周囲12 6k m の 島 で ある

｡

年間1 2 0 万人 も の観光客 を迎 え る 観光 の 島で も

あ り, 昨今,
ペ ン シ ョ ン 等の 建設 が盛 んで ある ｡

そ う し た な か で , 農用地が20 年前の 半分 に ま で

減少 し た も言 え ど も, 狭 い耕地, 急傾斜地 と い っ

た立地条件 の 中で , 花井, 果樹, 野菜, 畜産等 に

力 を入 れ て い る 生産意欲 の 高 い 地域 も 存在 す る ｡

内海町 ｢西村地区+ は そ う し た な か の 一

地域 で あ

る｡

本町 に お い て は, 面積1 08 h a の 丘 陵地 に 畑作 や

み か ん, す も も 等の 果樹栽培が主 と し て行 わ れ て

い る｡ しか し, 地区内に は
, 狭小 な 農道 し か な く,

唯
一 の運搬道路 で ある 国道4 3 6 号線 も 交通 量 の増

大 か ら, 農産物等 の 集出荷 に 大 き な支障 を来 して

い た｡ そ こ で, 地域 の 中央部 ( 山麓部) に 幹線農

道 を新設 し, 農業用資材 の 運搬, 農産物等 の 流通

の合 理 化, 機械化 に よ る 農業経営 の 近代化, 並 び

に農村地域 の活性化 を 図 ろう と農免農道 の建設 が

企画 さ れ , 昭和5 6 年 ｢ 西村地区+ 農免農道整備事

業 と し て, 総延長4 28 5 m
, 全幅5 .O m の 計画 で着手

し た｡

そ の 後1 0 ケ年間 の 歳月 を費 や して平成 2 年 3 月

完 了 し, 4 月2 8 日 の ゴ ー ル デ ン ウ イ
ー ク初 日 に 全

線 の供用 を開始 した
｡
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表 一

1 ｢ 西村地 区+ 農 免農道 事業 概 要

場 所 香 川 県 小 豆 都 内 海 町 西 村

受 益 面 積

1 0 蝕 a ( 畑 3 4b a
･

樹園地 7 4ll a)

1 期 2 期 3 期

農 道 延 長 4
,
2 85 n 1

,
784 m l ,

4 60 r n 1
,
0 77 1n

総 事 業 費 96 1
,
70 0 千円 3 85

,
8 8 0 千 円 3 07

,
0 00 千 円 2 6 8

,
9 00 千円

施 工 期 間 S 5 6 一 日2 S 56 - S 60 S 59- S 62 S 62 ～ 月2

通 路 幅 員 全幅員 5
.

0 0 一己 車道幅員 4.
0 0 m

交 通 区 分
ⅠⅠ- 1 交通 ( 大型 車2 4 台/ 日)
日 交通量 4 9 8/ 日 ( 乗用車換 算)

3 . 景観 に対す る配慮 の発端

最近 の 消費者 の 嗜好 は多様化 し, 単 に安価 で あ
ヽ

ヽ
ヽ ヽ

る こ と, ふ ん だ ん に 食 べ ら れ る こ と (満腹感) ゎ

け で は満足す る こ と が で き な くな っ て き て い る｡

そ の た め, 農産物 の 増産が 即, 収益増 に は つ な が

ら な い ｡ ま た , 農産物需給 の不均衡 に よ る 価格 の

伸 び悩 み, 農産物の 輸入自由化 の 問題等, 農業の

将来 に夢 が持 て な い こ と, 苦 しい 労働 が若者か ら

敬遠 さ れ る こ と等 か ら, 農業後継者が 他産業 に 流

出す る な ど農家 の営農意欲が 失 わ れ て き て い る｡

そう した状況 に 対応 して , 市場対応型, 需要創

造型の 農業 へ 転換 を 図 っ て い く必要が ある｡ そ の

た め に は, 地域 の特産物, 自然景観等 を活 か し,

都市 と 農村 の交流 を深 め る と共 に
, 交流等 に よ る

需要 の 開拓 を 図 る の も
一

方策 か と 思わ れ る｡

こ う し た背景 の も と
, 日本 で の オ リ ー ブ栽培発

祥 の地 で ある西村地区に お い て, 県花 , 県木 で あ

るオ リ ー ブ の 保護育成, 県民 の 憩 い の 場 の 充実,

ま た都市住民 と の 交流 の創設 を図 る た め, オ リ ー

ブ公園 の 整備 を企画す る こ と とな っ た ｡ そ して そ

の 場所 と して , 山麓部 に農免農道 が計画 さ れ て お

り
, 国道 と の 連絡 も便利 な県農業試験場 の オ リ ー

ブ 試験園周辺 が 最適 で あ る と して 選定 さ れ た ｡

そ の た め, 農免農道 工 事 に お い て も, 公園計画

区域内 を通過 す る 区間に つ い て は , 特別 の景観 を

配慮 し て施 工 す る こ と と な っ た
｡

ちな み に , 公園 の 整備 は単独県費事業, 農村地

域農業構造改善事業 ( 自然活用型) 及 び単独町費

事業等で 実施 し, 平成 2 年 4 月 オ ー プ ン した ｡

4 . 予算 の制約 と関係楼閣の 協 力

従来か ら の 土地改良事業 は, 機能性 を重視 し,

経済性 を追求 して 設計, 施 工 が な さ れ て き た
｡

当然予算 ヒ ヤ リ ン グ に お い て も, そう し た面 の

チ ェ ッ ク が な さ れ て き た 三 と と考 え られ る｡ 今後

も こ の点 に つ い て は尊重 し て い か な けれ ばな ら な

い が
,

そ の 上 に, 美観, ゆ と り, 潤 い と い っ た 要

素 も加味 して 計画, 設計, 施工 が な さ れ な け れ ば

な らな い ｡

機能面 の み を重視 した 豆 腐 を切 っ た よう な ア パ

ー トや 学校 の 校舎 が, 美観 も考慮 し た建築物 に 変

化 し始 め て か ら久 し い が, 土地改良事業 に お い て

も, そう した 美観, ゆ と り, 潤 い
, 快適 さ 等 を考

慮 し つ つ 事業を進 め る 必要 に せ ま ら れ て き た
｡

し

か し, 農道整備事業 にお い て は, 予算面で は, こ

う し た 景観整備 に 要す る経費 の 支出 は認 め ら れ て

い な か っ た
｡ ( 平成 3 年度 か ら は農道整備事業 に お

い て 事業費 の 1 % 以内 で 認 め ら れ る こ と と な っ

た ｡)

そ の た め , 景観 を考慮 し て農道 工 事 を実施 す る
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

に 当た っ て は, ある面 で は, お そ る お そ る , 又 あ

る 面で は, 国の 助成 を受け な い 予算で 整備する こ

と に よ り, そ の 推進 を 図 っ て き た と こ ろ で あ る｡

他県 に お い て は, 景観整備 の た め の 単独県費事

業等 が 制度化 さ れ て い る と こ ろ も ある が , 当時香

川県に お い て は
,

そ う した制度が 無 か っ た た め
,

景観等 を考慮 して 農道 を整備 す る に 当 っ て , 関係

機関 と事業 の推進の た め の 推進委貞会 を設 け, 再

三 に わ た る 協議を重 ね , そ の 予 算確保 と 実施主体

の 決定等 に 奔走 し, 事業推進 に 当 っ て 関係機関 の

協力 を求 め た ｡ ま た, 農免農道 の 竣 工記念碑建立

に 当 た っ て, 周辺 を 花壇 と して整備 し た が
, 樹木
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や 花 の 寄付 を受 け た り, 県, 町職員が 勤労奉仕 を

して, 花壇 の 整備を行 っ た
｡

5
. 景観 に 配 慮 し た 点及 び 公 園整備 の 状況

景観保全 の た め の 工 法等 に つ い て, 関係機関 と

協議 を行 っ た う え
, 農免農道が オ リ ー ブ公園内 を

通過 す る区間 に お い て, 次の 3 点 に つ い て は 農道

事業 で 実施 した
｡

①オ リ ー ブ公園 へ の 進入 路 は, 園内整備 で 設置

す る 散策道路 に 取 り合 わ せ た
｡

②見晴 ら し の 良 い 場所 に は待避場 (大 型 バ ス 1

台分程度) を設置 し た｡

③ブ ロ ッ ク積 に つ い て は, 模様 ブ ロ ッ ク を使用

し た
｡

④農道盛 土 部 に つ い て は, 擁壁等 の 構造物 の 施

エ は避 けた ｡

ま た, 単県事業 に よ り
, 農免農道 で 造成 した 待

避場 を, オ リ ー ブ 公園 や 内海湾 が見渡せ る展望台

と して 活用 す る た め, 安全施設 と して 擬木梯 を設

置 した ｡ さ ら に 町単独事業 で, 公 園内 に あ る農免

農道盛 土 部 に つ い て は芝 を植栽 す る と共 に
, 路肩

部 の安全施設 と して の ガ ー ド レ ー

ル の 代 り に 擬木

柵 を設置す る こ と に よ り そ の 景観 に 配慮 し た｡ さ

ら に
, 農免農道全面完了 を記念 し て ｢ 西村地区農

免道路竣 工 記念碑+ を建立 し たが
,

そ の 周辺 を花

壇 と して 整備 した ｡

一

方, 公園整備 に つ い て は
,

ま ず単県事業 で香

川県農業試験場 が事業主体 と な っ て
,

オ リ
ー ブ 試

験園(1 .8 h a) 内 を, 斜面畑 か ら乱右横 に よ る階段

畑 に 変更 し, オ リ ー ブ樹 の 配置換, 並 び に 散策道

の 整備 を行う と共 に , 県 オ リ ー ブ園関連施設 と し

て 多目的 に 使用 で き る芝生 広場
, 自然 の 木 々 を活

用 した緑 の 広場, 駐車場等 の整備 を行 っ た
｡

ま た, 町事業 と して は
, 新農業構造改善事業 に

よ り, 農免農道 の 周沿線 に 拡 が る約4 . O h a の オ リ

ー ブ園, み か ん 園, す も も 園並 び に 林間 を流れ る

渓流等, 自然 を活用 した 各種施設 を総合的 に 整備

し た｡ さ ら に
,

こ れ ら施設 の 機能 を十 二 分 に 発揮

さ せ る た め
, 町単独事業 と して, 造園, 植栽 , 道

路附帯 工 事等 を施 工 した
｡

そ の 結果,
ギ リ シ ャ の ミ ロ ス 島 と姉妹島の 縁組

を して い る 小 豆 島 の , こ の オ リ
ー ブ公園 は, 地中

表- 2 農 免農道 と一体 的 に整 備した オリ ー ブ 公 園整 備事業概 要 ( 単位 : 千 円)

事 業
主 体

県

単

独

事

業

事 業 種 目 事 業 内 容 事業 費 工 期

オリ ー ブ園内整備 A = 1 8
,
3 4 6 m

き 1 3 5
,
9 0 1 S 5 9 ～ S 6 0

芝 生 広 場 A = 1
,
2 6 6 m

2 3 0
,
6 8 6 S 6 2

緑 地 広 場 A = 7
,
6 2 8 m

之 4 0
,
8 4 5 S 6 2

駐 車 場 A = 3
,
3 0 0 m

之 3 5
,
3 0 9 S 6 2

計 ‾ ∑A = 3 0
,
5 4 0 m

2 3 3 9
,
5 7 2

町

事

業

新農業構造改善事業

連結 道 L = 3 9 7 ( B = 5 . 0
～

6 . 5 m ) 2 8
,
4 0 0 S 6 1

鳥獣 保護 養 繁殖施 設 (見 本農 園整備 6
,
4 0 0 m

之) 2 8
,
1 1 7 S 6 1

-

S 6 2

体験 農 業園地 整備 (貯 水槽
･ 配 管 ･ 管理 棟 他) 22

,
0 7 8 S 6 1 ～ E 元

野外 緑 地広 場 ( 4
,
2 0 0 m

2) 林 間休養 施 設 39
,
5 6 0

1 9 6
,
9 1 6

S 6 1
-

H 元

S 6 2
～

H 元

(自然 活用 型) 芝 生広 場 ･ テ ニ ス コ
ー ト (便所 1 棟 遊歩 道)

自然活 用型 総合 管理施 設 等

小 計 A = 3 3
,
2 1 4 m

2

3 1 5
,
0 7 1

町 単 独 事 業

新 農構事業 の 補 完 工 及 び 植栽 造園 1 46
,
8 0 4 S 6 1 ～ E 元

基 本設 計及 び用 地取 得 (33
,
2 1 4 m り 21 7

,
1 0 3 S 6 1 - S 6 2

小 計 363
,
9 0 7

文部省 補助 事業 テ ニ ス コ
ー ト 4 面 用 地買収 ( A = 6

,
0 3 3 m

2) 1 5 5
,
9 2 2

計 83 4
,
9 0 0

合 計 1
,
1 7 4

,
4 7 2
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農道沿線 に広 が る オ リ
ー ブ 会園
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海 か ら き た2 0 0 余種 の ハ ー プ と オ リ ー ブ の 枝 が そ

よ ぎ, 訪れ た 人 々 に す が す が し い 香 り と
,

や す ら

ぎを与 えて く れ る す ば ら し い 公園 と して 完成 した
｡

6 . 維 持管理

こ の よ う に 景観 に 配慮 して整備 さ れ た施設 に つ

い て, 特 に 樹や 花等 は, 散水, 除草, 勢走 , 植替

等々 と そ の 管理 が大変で あ る｡ 管理 が 充分 に な さ

れ な け れ ば, 環境 の 悪化 に も つ な が り か ね な い 面

が あ る｡

そ こ で, ｢ 西村地 区+ 農免農道 の公園通過部 は,

( 財) 内海町オ リ ー ブ 振興公社 が 公園 と
一

体的 に

管 理 す る こ と と な っ て い る｡ ま た , 花壇等 に つ い

て は, ボ ラ ン テ ィ ア 団体 ｢花 の ま ち づ く り協会+

｢ オ リ ー ブ 並 木保存会+ 等 で 管理 を行う こ と に な っ

て い る ｡

内海町 は平成 元 年 ｢潤 い の あ る ま ち づ く り+ で

自治大臣表彰 を 受 け る等, そ の 活動 は活発 で
, 町

ぐ る み で
, 花, 並 木等 の 植栽, 管 理 に 積極的 な取

り組 み が な さ れ て い る｡

｢ 西村地区農免農道+ も今後 さ ら に
,

こ れ ら ボ ラ

ン テ ィ ア 活動 に よ り, よ り潤 い の ある農道ケこ変身

す る も の と 期待 して い る と こ ろ で ある
｡

丁
. 課題等

オ リ ー ブ公園整備 の
一

環 と して 自然石 の 乱右横

で 自然渓流 の 再整備 を 図 っ た が, 平成 2 年 の1 9 号

台風 に よ り, こ と ご と く被災 を受 け, 復旧 はブ ロ

ッ ク積 で 実施 せ ざ る を得 な く な っ た
｡

これ は
, 自

然石 の 乱右横 は, 景観的に は優 れ て い るが , 強度
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的 に 劣 る面 が あ る と い う こ と で あ ろう｡

こ の 点 に お い て 力学的な 解析法, 安定 工 法等 の

確 立 が 急 が れ る｡

一

般的 に い っ て
, 強度的 に安定

で あ っ て か つ 景観的 に 優 れ た 工 法 を採用す る場合

工 事費 が 大 き く な る傾向が あ る
｡

こ う し た な か
,

価値観 を ど こ に 置 く か で判断が 異 な っ て く る が
,

多 く の 人々 の コ ン セ ン サ ス を得 る に は, ま だ ま だ

P R
.
と時間 が 必要 な の か も し れ な い

0

ま た, 施設 が 心 な い 若者 の溜 ま り場 と な り
, 環

境 の 悪 化 を招 く
一

面 も 憂慮 さ れ, 別 の 意味で の 管

理 方法, 管理 体制 の 確立が 必要 と な る の で は な い

だ ろ う か ｡

8 . 結 び

供用開始 を し た農免農道 を通 っ て み る 時, 観光

客 が 公園 の み な ら ず農道 を散策 して い る の が 目 に

止 ま っ た り,
ま た, 収穫中の み か ん農家 に 摘 み取

っ た ば か り の み か ん を求 め る 姿 を目 の 当 り に して
,

｢ こ れ が 本当の 都市住民 と 農業農村 の ふ れ あ い で

あ る｡ + と感概 を新 た に した と こ ろ で あ る｡

都市住 民 の 農業農村 と の ふ れ あ い の 場 と し て ,

体験農園, 見本圃場 の 整備 も さ れ て い る が,

一

定

の限 ら れ た ス ペ ー ス で の体験, ふ れ あい に 留止 ま

らず,
こ の よ う に 農道等が

, 農作業 や, 農耕作業

車 の通行 の 支障 に な ら な い よ う な ゆ と り あ る構造

で 施 工 が なさ れ る こ と に よ り
,

しぜ ん に 農業農村

に ふ れ あ え る環境 が 創造 に さ れ れ ば, よ り都市住

民 の 理 解 に つ な が る の で は な い だ ろ うか
｡

｢ 西村地区+ 農免農道 で 景観 に 配慮 し た 区間 は3 0 0

m 程度 で あ る が, 平成 3 年度か ら は, こ う した点 に

つ い て 予算面 も配慮 さ れ る こ と と な っ た の で, 今

後 の 農道 は, 景観 に 配慮 し た も の が建設 さ れ る も

の と 思わ れ る ｡

願 わ く ば, 予算面 に つ い て, 多く の 制約 を設 け

ず, 現地 に よ り マ ッ チ した 個性豊 か な景観 を考慮

した 農道整備 が で き る よ う に な る こ と を望 む も の

で あ る
｡

農業開発 ･ 地 域開発の 総合建 設 コ ン サ ル タ ン ツ

土と水

本 社

東 京 支 社

支 社 技 術 部

仙 台 支 店

九 州 支 店

札 幌 支 店

四 国 出 張 所

中 国 出 張 所

青 森 出 弓長 所

山 形 出 張 所

をデザイン する ‥ ‥ ‥ 豊富な経験 と優れ た技術

彗葺三砧コ ンサルタンツ
取 締 役 会 長 久 野 彦

一

取 締 役 社 長 i度 ･ 辺 滋 月琴
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〒10 7 東京都 港 区赤坂2 丁巨1 3 番4 号( ラ ン デ ィ ッ ク 赤坂 ビ ル) T E L (0 3) 3 5 8 6 - 7 3 4 1 ㈹

T E L ( 0 2 2 ) 2 6 3 - 1 8 5 7

T E L ( 0 9 6 ) 3 5 4 - 5 2 2 6

T E L ( 0 1 1 ) 2 2 2 - 3 1 2 1

T E L (0 8 8 8 ) 2 4 - 4 4 2 5

T E L (0 8 6 2 ) 8 2 - 6 3 5 1

T E L (0 1 7 7 ) 8 8 ¶ 3 7 9 3

T E L (0 2 3 6 ) 5 3 - 1 3 1 0

北 陸 出 張 所‾ T E L ( 0 7 6 2 ) 2 3 【 5 4 1 1

鹿 児 島 出 張 所 T E L ( 0 9 9 2 ) 8 1 - 1 6 5 7

佐 賀 出 張 所 T E L ( 0 9 5 4 6 ) 5 - 3 5 6 4

埼 玉 出 張 所 T E L ( 0 4 8 5 ) 4 3 - 1 2 6 1

技 術 研 究 所 T E L ( 0 5 6 2 ) 3 2 - 1 3 5 1

i毎 外 事 務 所 マ ニ ラ
･ バ ン コ ク ･ カ イ ロ
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【報 文】

水 路 の 生 態 系
‾
保 全

¶ 魚 とホ タ ル の 保護 ･ 育成 一
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2
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3
. 保護 ･ 育 成の 計 画 の 基本的考え方 … … … … …

3 1

1
. ま えが き

最近
,
｢ 川 に 魚 を戻 し た い+ と か ｢ ホ タ ル の 舞う

小川 を復活 さ せ た い+ と い っ た 要望 が 多く な っ て

き た
｡

こ の よ う な 生 き物 の 復活 に 加 えて, 美 しい

村 を求 め る声 も大 き い
｡ ｢ 豊 か な 自然 に 包 まれ た 美

し い 村+- の再生 は, い ま や 国民的願望 で あ る｡

こ の 背景 と して お よ そ以下の 筋道 が 考 え ら れ る ｡

戦後 の 復興期以 降, ま る で馬車馬 の よ う に 走 り

に 走 っ て きて , 現在 で は そ れ な り の 豊 か さ を享受

で き る よ う に な っ た が , は っ き り と した 将来展望

が で き な い と い っ た状況 で あ ろう か ｡ そ こ で , ひ

と息 つ い て 走 っ て き た 道 を振 り 返 る と
, ｢ わ が 故

郷+ の 大 きく 変化 した 姿 に 気 づ か さ れ る ｡ わ れ わ

れ 日本 人 が 共通 に 持 つ 原風景 は,一小学校唱歌 な ど

で お な じみ の ｢ 村+ の 景色 で あ る
｡ 原風景 と して

の ｢ 村+ の 変わ り 果て た姿 は, 日本人 と して の ア

イ デ ン テ ィ テ ィ 喪失の 危機意識 を心 の 深層で 抱 か

せ る こ と に な る
｡

こ の 危機意識 が
, わ れ わ れ に｢ 豊

か な自然 に 囲 ま れ た 美 し い 村+ を願望 さ せ る の で

あ る｡

つ ま り , わ れ わ れ は, 現在, 心 の 拠 り 所 で あ る

｢故郷+ の 山や 川, 森 や 林, 田 や 畑, そ して 村 の

た た ず ま い を再 び築 き 上 げる
,

そ の 新 た な 出発点

に 立 っ て い る ｡ こ の 期 に 至 っ て は, 問題 をあ ま り

小さ く捉 える こ と を避 け, 大局的見地 か ら見据 え

る こ とが 肝 心 で は な い か
｡ 電信柱 を取 り 除く こ と

が 景観 な の で は な く
,

ま た, 水路 を仕切 っ て 錦鯉

を飼 う こ と が 自然 な の で は な い と い う の が筆者 の

* 農業工 学研究所農村整備部集落排水 シ ス テム 研究室室長

端 憲 二
*

4
. 魚類 及 び ゲ ン ジボ タ ル の 生 息環 境 づ く り の た め

の チ ェ ッ ク事項
… t …

5 . あ と が き

… … … … … 3 4

‥ ･ ･ ∴ ‥ = ‥ ‥ … ‥ ‥ … ‥ ‥ ‥

3 6

現在 の 感想 で あ る｡

さ て
,

豊 か な 自然 を 回復 す る と い う か ら に は,

本物 の 自然 で な けれ ばな らな い
｡

_
本物 の自然 と は,

生 き物 が そ の種本釆 の 行動範囲 を確保 し
, 世代交

代 を 含 め て 生 息で き る環境 で ある｡ 魚や ホ タ ル な

どの 生息 を 図る 際, そ の種本来 の生息 の姿 を 正 確

に 理解 し て
,_ 水利施設 の計画や 設計 に あ た る必要

が あ る ｡

以 下 で は
,

■魚類 と ホ タ ル を主 な対象 と し, こ れ

ら の保護 ･ 育成 を試 み る上 で 参考 と な る原 理 的で

基礎的事項 を述 べ る｡

2
. 生 活 史 の 理 解

一生 き物 の 身 に な っ て 考 え る

生 き物 に は す べ て ,

(卦 種 に 国有 の 繁殖 に 適 した 場所 が あ り,

② 仔稚魚や 幼虫の 時期 は安全 で な お か つ エ サ が

豊富 に 得 ら れ る場所 を必要 と し,

③ 成魚 ･ 成虫期 に は行動範囲が 拡 が り, ま た,

食性 が 変化 し, 羽化 の 際劇的 な 変化 を遂げ,

④ 異性 を求 め て 行動 し, 種固有 の適 した 場所 で

次 の 世代 を作 り,

(9 そ して , 死 に い た る｡

① タ ナ ゴ と い う コ イ 科 の 魚 は, 産卵期 に な る

と 雄 が美 し い 婚姻色 を呈 し
,

ま た身近 な 小川 に住

む 私 た ち に と っ め て な じ み 深 い 魚 で ある が , どの

種 も す べ て 二 枚貝 の 中 に 産卵 す る｡ ゲ ン ジ ボ タ ル

は川岸 の 岩や 木 が水面上 に は り出 し, 常 に 水分 を

含み か つ 日影 に な っ た 水面近 く の コ ケ に 産卵 す る ｡

産卵場所 の 自由度 に 多少 の 差 は あ る も の の , 種 ご

と に 適 した場所 で な い と貯化 で き な い の で あ る｡

_

一 29 - 水 と 土 第 87 号 19 9 1



表 - 1 農業 水路 を生 息域 に 含 む 主 な魚類 の 環 境 条件
2 )

魚 種 生 息 地 の 特 徴 産 卵 場 所 食 性 備 考

ヤ マ メ

滋J椚 0 〝従び 0 α , 柁鮎 0 襟
山間部の漢涜 淵見などの 礫底 落下

･

流下昆虫 アマ ゴもほぼ同様

オイカワ

中 一‾F 流, 潮沿岸, 池沼
流れの緩い 平瀬の砂礫 底宅藻類 ･ 水生昆虫 水路内で生息するのは仔稚魚期であ

ゐ c c o ♪由 伽 底 ( 稚魚期) る

タモ ロ コ

G プ∽ 伽 細 0 邦 g わ 聯 古狐 g わ聯 J 郷
下流域の細流, 残し､ 池沼 砂嵐 浮い て い る7水草

水生昆虫 ･

半底生浮遊

動物

モ ッ プ

乃 e詔♂0, 耶 わ和 如γp α
細流

,
地温 泥の多い 所 ヨ シの茎や石面 付着性動植物

コ イ
中( 下) - 下流, 湖沿岸, 池沼

ヨ シなどの 水面近い 部 浮遊動物
,
付着生物(仔 水路内で生息するのは仔稚魚期であ

C 妙柁 乃 鮎 招 ナ歩0 分 稚魚期) ＋貝類( 成魚) る

ギンブナ 中( 下)
-

下流 , 池沼 , 細i患. 泥底 浮い てい る水草やゴ ミ
底生動植物

G z γ 脱 ぎ肪 〆占gJわ ぁ 櫛 ゐゆ を好む など水面 に近 い 部分

ヤりタナゴ

月ゐ∂( お出S 由乃 Cg O由f 紙S
下流

,
瀾沿岸,

池沼
, 細流

マ ツカサ ガイ などの二

枚貝のえら内
付着動物 コ イと一緒に は飼え か -

ドジ ョ ウ

C∂如ぬ α乃g 〟才〃旺 α〟ゐ古狐
下鼠 池沼 , 細流の 泥底取 水田 水草, 稲株

底生藻とその分解物
ユ スリカ , イ トミミズ

マ ナマ ズ

5オJ〝 伽 ( お ∂J 別S

下流 , 湖, 池沼, 細流の 泥底ない

し砂i尼底部
浮い て い る水草など 底生‾･ 半底生動物

メ ダ カ 浅い 池沼や細流などの流れの ほと
水草 浮遊動物外い ろい ろ

近縁のカ グヤ シ(卵胎生) は魚卵や仔
O r野Zあ ぁ′如 んどない とこ ろ 魚も食うため

. 問題 になっ て い る

イ ト ヨ ( 陸封聖) 湧水地帯の 泥底 か - し砂泥底, 水 泥底に水草などで巣を 水生昆虫, 半底生 ･ 其
近縁の ハ リヨもほ ぼ同様

(:ぉお 仰 由 鵬 α 摺Je 〃血 s 草( 沈水性) の 繁茂してい るところ 作り産卵する 生の 浮遊動物など

表 - 1
1)
は, 主 な 魚類 の産卵場所 と食性 を 示 した

表 で あ る｡

② 醇化後 さ ばら く の 間 は, ま わ り の 環境 に対

して 無防備 な た め , で き る だ け安全 な場所 で生活

す る 方が よ い
｡ 筆者が 住 む 近 く に 花室川 と い う幅

5 m く ら い の排水路 が ある ｡ こ の 水路 は 霞 ケ浦 と

っ なぁミ
っ て い る た め, 毎年 5 月頃に な る と,

コ イ

が群 れ を な して 産卵 の た め に 乗 り 込 んで く る の を

見 る こ と が で き る｡ 雨 で 水か さ が増え た時 な ど,

幅 2 m も な い 小水路 に ま で 遡 っ て き て ヨ シ の 茎 な

ど に 産卵 す る が , 生 ま れ た 仔魚 は そ こで 比較的安

全 に 生 活 す る こ と が で き る｡ ま た, 食性 が仔稚魚

と成魚 で違う こ と も 当然あり得 る
｡

コ イ は成魚 に

な る と タ ニ シ な どの 貝類 を ノ ド の 奥 で バ リ バ リ と

噛 み く だ い て 食 べ る こ とが で き るが , 仔稚魚 に は

で き な い
｡ ゲ ン ジ ボ タ ル の 幼虫 は, 貯化直後 は 2

m m に も満 た な い 大 き さ で ある た め, カ ワ ニ ナ が エ

サ と い っ て も, 自分 の 体格 に 合 っ た小 さ な カ ワ ニ

ナ しか食 べ る こ と が で き な い
｡ 脱皮 を繰 り返 しな

が ら体 が 大 き く な る と と も に 大 き な カ ワ ニ ナ を食

べ る よ う に な る｡

(卦 コ イ は大 き く な る と大川や 嘲 に 下 っ て 自分

の体格 に 見合 っ た 行動範囲 をコ､
J よ う に な る

｡ 降

海型 の イ ト ヨ は大 きく な る と ( と は 言 っ て も体長

3 c m く ら い) ,
い っ たん 海 ま で 下 り, 春先 に 再 び産

卵 の た め 遡河 す る ｡ 逆 に; ウナ ギ は海 で 生 ま れ,

い っ た ん 河 に 上 る が
,

そ こ で数年か ら十数年過 ご

し た後, 産卵 の た め再 び 海 に帰 る｡ ト ン ボ は, 池

や 水路 で ヤ ゴ ( 幼虫) 時代 ( 1 カ 月か ら 7 ～ 8 年

と種 に よ っ て 大 き く 異 な る) を過 ご した後, 水際

の 草木, 時 に は コ ン ク リ
ー トの 壁 な ど

,
し っ か り

し た場所 に , そ れ ぞ れ の種固有 の角度 で体 を 固定

し, 数時間か け て 羽化す る｡ ア キ ア カ ネ (赤 ト ン

ボ) は, 生 ま れ 育 っ た水辺か ら, 時 に は10 0k m 以 上

の 大移動 をす る｡ 中 に は10 m く ら い の 範囲で の み

移動 す る 種 も い る
｡

ゲ ン ジ ボ タ ル の 幼虫 は, 春雨

の 夜 な ど に 岸 辺 に は い あ が り, 柔 か い 土 の 中に も

ぐり 込 む
｡

ま ゆ の 時期 ( 1 カ月 か ら 1 カ 月半 く ら

い) を過 ご した 後, 美 し い 成虫 に 変身す る｡ ゲ ン

ジ ボ タ/ レ の 行動半径 は雄 で 数百 m く ら い で あ る
｡

④ ゲ ン ジ ボ タ ル の雄 は, 集団 で 同時 に 明滅 を

繰 り返 し て雌 を探す ｡ 近 く に 雌 を見 つ け る と, 急

に何回か ピカ ッ ピ カ ッ と 光 っ て( フ ラ ッ シ ュ 発光)

雌 に 誘 い を か け る｡
こ れ に 雌が 反応 し て光 の 合図

を送 る と, 雄 はす ぐさ ま 雌 に 近 づ い て 交尾行動 に

入 る
‾

｡ ト ン ボ の 雄 は, 産卵水域内 に 自分 の 縄 ばり

を確保 し, 多く は領空 を飛行 しな が ら, 侵 入 す る

他の 雄 を追 っ 払 い つ つ 雌 の訪 れ を待 つ ｡ ま た
, 雌

の 産卵時 に も 領空 を パ ト ロ ー ル す る｡
こ の 外, 雌

雄仲良く水中 に 潜 っ て 産卵 す る 者 も い る ｡ 時 に は,

雌 に 交尾 を拒否 さ れ た り, あぶ れ た雄 が 交尾中の

カ ッ プ ル に 連結 す る こ と‾( 三連結) も あ る｡ イ ト
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ヨ の 雄 は
,

流 れ の 緩や か な砂泥底 に 営巣 の た め の

縄 ば り を確保 し, そ こ に 穴 を掘 っ て水草 を積 み 重

ね て ベ ッ ド メ ー キ ン グす る ｡ そ こ に 大 き なお 腹 を

した雌 が 現れ る と ｢ ジ グザ グダ ン ス+ を し な が ら

誘 い をか け､ 雌 を 自分 の ベ ッ ド へ と 導く
｡

雄 が雌

の 尾 を つ つ く と 雌 は産卵し, す ぐ に ベ ッ ドか ら 立

ち去 る ｡ そ して, 雄 は雌 の い な く な っ た ベ ッ ドに

射精する
｡

こ の 後, 雄 は ひ た す ら わ が 家 を守 り,

侵入 者 を果敢 に 攻撃 し つ つ 子 育 て ま で や っ て しま

う
｡

こ の 場合 の 攻撃目標 は ｢赤 い 色+ で あ る｡ だ

か ら, 水槽 の そ ば で タ バ コ を吸 っ た り す る と攻撃

さ れ る の で , 注意 し な け れ ば な ら な い ｡

(参 生 き物 た ち は, 私 た ち人 間 の よ う に 高 い 確

率 で は生 き残 れ な い
｡

こ れ は
, 自然界 の 食物連鎖

に よ る も の で ,
い た し方 な い こ と で あ る

｡ 倉
_
田

2)

は , 信州地方 の 高山地帯 に 生息す る ル リ ボ シ ャ ン

マ の 調査 を行 い
, 図- 1 の 生存曲線 を得 て, 卵 か

ら生 ま れ た3
,
0 00 匹 の 幼虫 の う ち, 3 年目 に ト ン ボ

に な っ た も の はた っ た7 4 匹 , 醇化 し た幼虫の2 . 5 %

に しか な ら な い と 推定 して い る｡ こ の よ う に , 厳

しい 自然 の 摂 理 に し た が っ て 生 き物 た ち は生 き て

い か な け れ ばな ら な い が, た だ し
, 人間 の勝手 な
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図 -

1 ル リ ボ シ ャ ン マ の 生存 曲線
3 )

(1 9 6 3 - 6 6 年 , 鎌池 に て)

願望 や無頓着 な行為 に よ っ て,
こ と さ ら に ひ ど い

ダメ ー ジを与 え る こ と は避 けな けれ ばな ら な い
｡

ブ ラ ッ ク バ ス な どの 肉食魚 の安易 な放流 に よ っ て,

各地 の在来 の小魚類 は い ま 大 き な危険 に さ ら さ れ

て い る ｡

以 上
, 魚類, ゲ ン ジ ボ タ ル

, ト ン ボ を例 に挙げ

て, そ の 生活史 を ひ と通 り 述 べ た が, こ れ ら の 生

き物 が世代交代 を含 め て生息す る に は, 各生育段

階に 合 っ た環境 を整 え る こ とが 不可欠で ある ｡ こ

れ ら の 環境条件 は, 魚類あ る い は ト ン ボ と ひ と 口

心耳言 っ て も, 種 ご と に 大 き く相違 す る｡ 中に は,

両立 が 容易 で な い 種 も 存在す る｡ 例 え ば, 極端 な

例 で あ る が, ワ カ サ ギと ブ ラ ッ ク バ ス を
一

緒 に 生

育 さ せ た い な ど と希望 し て も不可能 で ある
｡

ま た,

錦 ゴ イ と ホ タ ル を 一

緒 に 住 ま わ せ た い と 言 っ て も

な か な か 難 し い
｡

い ずれ に して も, こ こ で 強調 し て お き た い の は
,

保護 ･ 育成 の 対象 と す る生物種 に つ い て, そ の 生

態 (生活史) を 正 しく 理 解 し, そ こ か ら 不可欠 の

環境条件 を取 り 出す 作業 を最初 にや る必要が あ る

と い う こ と で あ る｡ ホ タ ル ブ ロ ッ クや 魚巣 ブ ロ ッ

ク を設置 し
,

こ れ で事足れ り と 考 え る の は, 生 き

物 の 身 に な っ て 丁 生 の 生 の 営 み を考 え な い 冷淡 な

行為で ある ｡ 市販 の 既製品 だ け に と ら わ れ る こ と

な く, 手 づ く り の工 夫 をさ ま ざま に 試 み る べ きで

ある ｡ 表- 2
1)
に

, 魚類保護 の た め の 各種工 法 が 発

揮 す る具体的効果 を示 して お く｡ わ が 国 で の 生態

系保全 の た め の 土木工 法 の 試 み は, い ま始 ま っ た

ば か り と言 っ て よ い
｡ 今後各地 で試行 し, 経験的

技術 と し て大 い に 蓄積 を図 る べ き で あ る｡

3 . 保 護 ･ 育成 の 計画の 基本的 考 え 方

い く ら再び魚や ホ タ ル を住 ま わ せ た い と 願 っ て

も, 営農 な どの 利水 と の調整 や 適正 な水質の 確保,

そ の他種 々 の条件 を考 え に入 れ て お か な けれ ばう

ま く行 か な い 恐 れ が あ る｡ ま た , 国 や 県の 天 然記

念物 に 指定 され て い る た め, 圃場整備事業な どの

際 に , 極 め で慎重 に 対処せ ざ る を得 な い こ と も あ

る｡ 以下 で は, 保護 ･ 育成 を 図る 上で検討 して お

く べ き基本的事項 を述 べ る｡

(1) 余裕 を持 っ た水路 の 計画

一水 理学的有利断面の 見直 し

元 来, 水路 と い う用語 は, 人 間が さ ま ざま な目

的 に 用 い
,

ま た, そ の た め に 手 を加 え て き た と い
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表- 2 主 な改 良工 法 と 魚類 へ の 効 果
2 )

主 な改良工 法
産卵場所 エ サ の 生 育

･

休 息
･ 避難 多様 な流

そ の 他 ･

備考
の 確保 確保 場所 の 確保 れ の 確保

7K

路

底

フ トン か ご ･ 蛇か ご ○ ○指定蓋類
○ ○

木工 ･ そ だ 沈床 (⊃ ○付着性 藻類 ○ ○

置 き 石 ○
多数置けば他 の 効

果も期待 でき る

敷 き 石 ○ ○歪葦動植 物

法
尻

魚巣ブ ロ ッ ク ･

シ ェ ル ター
○

詰枕 ･ 橋 ○ ○ ○

法背
面後

･ 地

線化 ブ ロ ッ ク ○陸上昆虫 ○

河畔木植栽 ○陸上昆虫 (⊃
日陰 による水 温 上
昇 の 抑制

そ
の

他

魚道工

( 階段式落差工 な ど)
魚 の 遡上

小 池
(水路 と連絡)

渇水期 などの一時
的生息場所

う意味 を含 ん で お り, 人 工 的意味あ い が 強 い ｡ わ

が 国 の よう な 河川 の 多 い 国 で も , よ ほ ど山奥 に で

も行 か な い 限 り, ま っ た く 手 つ か ず のせ せ ら ぎは

残 っ てい な い
｡

戦後 の 経済成長期以 降, 単純 な 機能 の 高度化が

叫 ばれ , ま た , 土 地 の値 上 が り な ど も原因 し て,

農業用の 水路 も通水能 の 向上 の み を目標 と して 計

画 ･ 設計 さ れ て き た感 は ぬ ぐえ な い
｡

し か し, こ

れ か ら保革
･ 育成 を 図 ろう と す る場合 は, 通水能

と保護上 必要 な水 理学的条件 を 調整 しな けれ ばな

ら な い ｡

保護 の た め に 必要 な 条件 と して は,

一

般 に 以 下

の も の が考 え られ る｡

(力 水路底及 び法尻 の 凹 凸

･ 水生昆虫類 な ど の 生息場所

･ 魚類 + 小動物 の シ ェ ル タ ー

･ 沈水性水草等 の ア ン カ ー

② 平常時 の 水深

･ 多様 な流 れ (速 い ･ 緩 い ･

浅 い ･ 深 い)

･ 水温上昇 の抑制

③ 増水時 の 水準 ･ 流速

･ 魚類 ･ 小 動物 の 流送防 止

･ 法面嘩生等 の保護

④ 緩 や か な 法面勾配

･

安全性 の 確保

･ 多様 な 水際植生

･

･ 小動物 の 上 陸

､
･ 樹木植栽 に よ る 日影 の 形成

以 上 の 条件 は, あくま で も
一

般的な も の で あ り,

詳細 は種 に よ っ て 相違する 場合が あ り得 る が, こ

れ ら を満足 す る に は, 少 な く と も従来 よ り 断面積

に 余裕 の ある設計が 必要 な の は明 ら か で ある｡

(2) 空間的拡 が り の 重要性

一水辺 の ネ ッ ト ワ ー

ク

前 に 述 べ た と お り,
コ イ は湖 や 大川か ら支流 へ

,

そ して 細流 に ま で 遡 り産卵 し, そ こ で 生 ま れ た 仔

稚魚はや が て 湖 や 大川 に 下 る｡ ま た, 降海 型 の イ

ト ヨ は小 さ な体 で 海 と細流 を往 き 来す る｡ こ れ ら

の 魚類が そ の
一

生 を ま っ とう す る に は, そ の 往 き

来 を妨げる も の が あ っ て は な ら な い
｡ 魚類 に と っ

て, 水 の流 れ は唯
一

の 通行路 な の で あ る｡ す べ て

の 水路 か ら落差 工 を な く す こ と はま ず不可能 と言

え るが , 自然河川 と ス ム
ー ズ に つ なが っ て い る排

水路 な ど は非常 に 重要 で ある
｡

そ れ ぞ れ の 地域 で

魚類 の保護 ･ 育成 を計画す る 際に は, せ め て 川 と

自然 に つ な が っ た水路 に つ い て は落着 工 を 階段式

に す る な どの 工 夫 を して , 魚類 の 自由な往 き来 を

役苦 し て や り た い
｡ 魚の た め の水路 の ネ ッ ト ワ ー

ク づ く り は極 め て重要な 課題 で あ る｡ さ て, ト ン

ボ や ホ タ ル と な る と, 空 中を飛行 す る か ら 移動 の

経路 を妨げ る も の はな い
｡ 問題 に な る の は移動距

離 で ある｡ イ ト ト ン ボ類 な ど は1 0 m く ら い しか 水

辺 か ら はな れ な い も の も い る ｡ 移動足巨離 が 小 さ い

種 ほ ど, 環境 の 変化 に よ る ダメ ー ジが 大 き い と考

え て よ い
｡ 適当 な 間隔で 池 や 流水が 分布 して い る

と, ト ン ボ た ち は移動可能 な範囲内で も さ ら に 繁

- 3 2 - 水 と土 第 87 号 19 9 1



殖す る こ とが で き る｡ 守山 ら
3)
は, つ くば市周辺 の

た め 池 に つ い て , 明治10 年代 の 地図を も と に と な

り の 弛 ま で の 最短距離 を測 り, 図- 2 の 結果 を得

た
｡

こ の 結果か ら シ ョ ウ ジ ョ ウ ト ン ボ な ど移動距

離が 1 キ ロ 程度 の 種 に と っ て , 当時 の つ く ば市周

辺 は安定 した 生息域 に な っ て い た と し て い る ｡

以上 述 べ た よう に
, 生 き物 を狭 い 範囲 に 隔離 し

て 保護す る の で は な く, 生 き物 が空間的 に 自由 に

移動 ･ 繁殖 で き る よ うに 計画す る こ とが 望 ま し い
｡

網目状 に 広 が る 水路 と川 と の 自由な往 き来,
そ し

て 適 正 な密度 で 散 ら ば る 池の 間 の 移動 が 可能 に な

れ ば, 豊 か で し か も安定 した 生物相 が整 え る｡ 計

画 に 際 し て は, 是非 こ の よ う な空間的拡が り を 配

慮 し た視点 か ら地域 を見直 し た い も の で ある｡

(3)希少種 の 保護

- バ イ パ ス 方式 に よ る 隔離

絶滅 の 危機 に頻 し て い る種 や 県
･

市町村 の 天 然

記念物 に 指定 さ れ て い る よ う な希少種 に つ い て は,

で き る だ け そ の ま ま の 状態 で保護 す る 方が 安全 で

ある｡

栃木県 に は, 国の 種指定記念物 で ある ミ ヤ コ タ

ナ ゴ や 県 の 天 然記念物 に 指定 さ れ て い る 陸封型 の

イ ト ヨ が 生息 して い る｡ 国の 種指定 天然記念物 と

は, 捕獲 や 飼育 が 禁 じ ら れ た種 で あり
, 千葉県内

の 農業水路 で も最近 に な っ て ミヤ コ タ ナ ゴ が 発見

さ れ た｡ 県や 市町村 の 天 然記念物 の 場合 は区域手旨

定 で あ り, そ の 区域内 で 捕獲 す る こ と ほ禁 じ ら れ

る
｡

い ずれ の 場合 も, 圃場整備事業 な ど で水路改

修 を行 お う と し て も, 指定区域 や 自然生息地 を膠

度

手 にもゝ じる こ と は で き な い ｡ こ の よ うな 場合, そ

の 区域 だ け を 迂回 し て 水路整備 を行う｡ 毎真一 1

は, 大 田原市 で イ ト ヨ ( 陸封塾) 保護区の 横 に バ

イ パ ス 水路 を設置 した事例 で ある｡
バ イ パ ス 方式

の 場合 は, 新た な補給水 の 確保 が不可欠 の 条件 に

な る｡ 陸封型 の イ ト ヨ は, 年間 を通 じて 20
0

C 以下

の 水域,
つ ま り本州 で は湊水地帯 で しか 生息 が 困

難 な 種 で ある ｡ こ の た め , 冷 たV ゝ水 の補給 が 欠 か

せ な い が
, 当保護区上 流端 に は安定 した 湧水 (写

真一 2 ) が ある た め
,

地下水汲 み 上 げな どの 手当

を せ ず に 済 ん で い る
｡

(2) で 述 べ た よ う に , 本当 は隔離 な ど し な い で も

保護 ･ 育成 で き る よう に した い ｡ 今 で は確 か に 天

然記念物 か も知 れ な い が, こ れ ら は, 以 前 は
一

帯

に み られ た な じみ 深 い 生 き 物 の ひ と つ で あ っ た に

写 真
-

1 大 田 原市 の イ ト ヨ 保護区

水 深 は 浅く ,
ぴ っ しり と 水草 が繁茂 して い る ｡ 左側

に 新設 の バ イ パ ス 水路 が 見え る
｡

一 同 一 水系 に属す る 池 沼 の 間隔

⊂= = = = = コ 異 な る水系 に 属 す る池 沼 の 間隔

50 0 1 0 0 0

他 の 間隔

150 0 2 0 0 0 m

固- 2 筑 波研 究学 寓都 市周 辺 の 伝 統 的 な溜泡 の 間隔
4)

陸軍 測地吾郎貝り量 , 迅 速 測図牛 久村図幅 ( 明 治1 4 年 測量) , 土 浦図 幅 ( 明子台1 6 年測量) 内の 50 個 所

の 滑 池 で 測定
,

た だ し 絶 と他 の 問 に 水田 ･ 川 な ど の 水環 境 の ある 時 は 測定 値 か ら 除外 し た
｡
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写 真一2 イ ト ヨ 保護 区 の 湧水

バ イ パ ス 水路 によ る保護 の 場合 は
,
水 の 供給 が 不 可 欠

で ある ｡

違 い な い
｡

こ れ か ら は, 単な る 隔離 に留 ま ら ず,

積極的 に こ れ ら 希少種 の 生息環境 を再創出 して 行

く く ら い の 気構 え で 水辺整備 に 向 か い た い も の だ ｡

(4)水質 の 維持
･

改善

一生 き物た ち の 快適 な環境づ く り

水 の 中 に 生 き る 動物 に と っ て 水 は, 直接的 に は

私た ち に七 っ て の 空気 と 同 じ よう に 大切 な環境 で

ある ｡ 基本的に 重要 な の は, や は り十分 な酸素が

存在 す る こ と で あ る｡ 魚類 の 場合, そ れ ぞ れ の 種

の 生 息 に 適 し た 水温 (通水温) で の飽和濃度 の5 0

% 以下 に溶存酸素が 低下 す る と, 摂食な どの活動

が低下す る
｡
溶存鞍素 を低下 さ せ る も の は主 に 有

機物 ( B O D や C O D) で ある か ら
,

水質保全 上 は

B O D やC O D 濃度 の 高 い 汚水 が 流 入 しな い よ う に

注意す る必要が あ る
｡

こ の 他に , 合成洗剤 や 農薬

も要注意 で あ る｡ 農薬 の 中 に は, 昆虫 ホ ル モ ン を

用 い た成長抑制剤 が 出 まわ り, 環境汚染 の な い 農

薬 と してP R さ れ て い るが ,

_
こ の 種 の 農薬 は ご く低

濃度で も 昆虫類 (害虫 と益虫の 区別 な く) に対す

る影響 が強い の で特 に 注意 しな け れ ばな らな い ｡

水質 は魚類や ホ タ ル 幼虫 な ど の生 き物 に直接的

に 影響 を与え る外, 間接的 にも 影響 す る ｡
つ ま り ,

水質 の変化 は,
こ れ ら の エ サ や さ ら に エ サ の エ サ

に 対 して 影響 を与 え, ま た,
エ サ 以 外 に 水草 な ど

す み 家 と して の 役割 を持 つ も の に も 影響す る
｡

ゲ

ン ジ ボ タ ル を育 て よう と思 っ た ら, そ の エ サ に な

る カ ワ ニ ナ も育 て な けれ ば な ら な い ｡ 三 石
5)
の 調

査 に よ る と合成洗剤や 農薬 と い っ た 毒物を除 く と ,

カ ワ ニ ナ だ け な らB O D や C OI〕に そ れ ほ ど神経質

に な ら な く て も よ い
｡ 十分な 酸素が あれ ば( 5 m g /

1 以 上) , 少々 の 有機物 は カ ワ ニ ナ の エ サ に な る｡

た だ し, カ ワ ニ ナ の 繁殖条件 は上 記 の よう で あ っ

て も ,
ゲン ジ ボ タ ル ヒ

ー

緒 に 考 え合 わ せ る と, な

か な か 微妙 で あ る と指摘 し て い る ｡
つ ま り, 両者

の 最適 な繁殖条件 は 一 致 し なV ) の か も しれ な い ｡

と こ ろ で,
カ ワ ニ ナ に は穀 の 形成 の た め に カ ル シ

ウ ム を豊富 に 含む水 が好 ま し い
｡

こ の た め, 水路

全体 に 石灰石 を敷 つ め る試 み も な さ れ て い る｡

さ て, 水辺環境 の 整備 が 叫ばれ る
一

方, 集落排

水 の 整備 も 急速 に進 め ら れ つ つ ある｡ 集落排水整

備 の 動機 と し て は, や は り トイ レ の水洗化 に よ る

快適性 の向上 が 最 も大 き い と思 わ れ るが , せ っ か

くき れ い に な っ た水 を そ の ま ま放 っ て お くの は非

常に 残念 な こ と で ある｡ 集落排水整備 に よ る 水質

改善 の 効果 を こ の水辺環境 に つ な げ る こ と に よ っ

て,

_
集落排水事業 に も 二 重 三重 の 価値が 生 ま れ る

の で ある｡

4
. 魚類及 び ゲ ン ク ボ タ ル の 生息環境 づ く りの

た め の チ ェ ッ ク 事項

こ こ で は, 本論 の しめ く く り と して , 魚類 とゲ

ン ジ ボ タ ル の 生息環境 を改善 した ら新 た に創出す

る 上 で不可欠 な チ ェ ッ ク事項 を整 理 し て お く ｡

(1) 魚類生息環境 の チ ェ ッ ク事項

下記 の事項 は, あ く まで も魚類
一

般 を対象 と し

た も ので あり, 保護 ･ 育成 の 対象魚種 に 固有 の 環

境条件に つ い て は, さ ら に文献等 に よ り 洗 い 出す

必要 が ある ｡

① 産卵場所一石, 杭 , 水草, その他
･ 産卵期, 産卵行動 , 膵化日数

② 食性一動物 プ ラ ン ク ト ン
, 植物 プ ラ ン ク ト ン,

写 真 - 3 山 口市
一

ノ 坂川

典 型 的 な町 中の 川 で ある｡

高水敷 に は
,

セ り ･ ヨ モ ギが 繁茂 し
, 柳 も植え られ

て い る
｡
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付着生藻類 , 水生昆虫, 底生動物, そ の 他

･ 成長時期 に よ る食性 の 変化

･ エ サ の 環境整備 (石, 土 , 水草, 法面草生,

河畔木, 水質, そ の他)

(卦 休息 ･ 避難場所一旗 や か な 流れ , 深み, 杭 や

石 の す き間, 水草 の森, そ の 他

･

増水時 の流速制御

･ 増水時及 び 渇水時 の避難場所

･ 越冬 の 場所

･ 敵 か ら の避難場所

･ 河畔木 に よ る 日影形成

④ 移動一魚道 工
, 落差 工

･

移動 の 年令, 時期
,

範囲

･ 遡河回遊, 降河回遊, 両側回遊, そ の他

⑤ 水質環境一通水温, 溶存酸素 ,
B O D

, 合成洗

剤, 農薬, 栄養塩類, そ の 他

上 に挙げた の は, 生息環境( 魚が 住 む た め の 器)

と して の 必要条件 で ある が , こ の 外 に 魚 どう し の

間が ら一人間で 言 え ば人間関係一 に つ い て も, 以

下 に 示 す よ う に 気配 り し な け れ ば十分 と は言 え な

い
｡

⑥ 種間関係一肉食魚, 生態的近似種

･ 肉食魚 に よ る食害

･ 近似種間 の 交雑 や 圧迫

最近 で は, カ ム バ ッ ク ･ サ ー モ ン 運動 や 魚釣 り

の た め の 稚魚 の放流が 盛 ん に 行 わ れ て い るが
, 君

塚
5)
は

,
放流 の問題点 と し て, オ オ クチ バ ス( ブ ラ

ッ ク バ ス) や ブ ル ー ギ ル な どの 肉食魚の 侵入 に よ

る在来種 の食害, ヤ マ メ と ア マ ゴ と い っ た 近似種

間 の 交雑, 侵入 種 の カ ダヤ シ に よ る在来種 の メ ダ

カ の 圧迫 な ど を指摘 して い る｡
さ ら に, ギ ン ブ ナ

や メ ダ カ の よ う に, 同
一

の 種 ･ 亜種 で も地域的 に

異 な る遺伝学的特性 を持 つ も の が あ り,
こ れ ら の

遺伝子資源保全 の 点 か ら, 無配慮 な 放流 を慎 む べ

き で あ る と指摘 し て い る
｡

工 夫 して 作 っ た保護地

区に , 例 え ば ブ ラ ッ ク バ ス な どが 入 り込 ん だ ら,

小魚 な どひ と た ま り も な く全滅 す る恐 れ が あ る｡

こ れ ら は, 工 法的 な 問題 で は な い が , 他地域 か ら

移 入 を図 る よ う な場合 に は十分注意す る必要が あ

る ｡

(2) ゲ ン ジ ボ タ ル の生息環境 の チ ェ ッ ク事項

以下 に , ゲ ン ジ ボ タ ル を対象 し た チ ェ ッ ク事項

を整理 す る ｡

① 産卵場所一水面上 に 張 り 出 し た岩 や 木の 苔,

草 や そ の根 も と

･ 日影 に な っ て 乾燥 しな い と こ ろ が 絶対 の 条件

･ 水面か ら高 さ 1 m か1 . 5 皿 く ら い ま で

･ 膵化後直接水面 に 落下す る か, 下 の方 へ 移動

して 水 に 飛び 込 む

･ 産卵期 はだ い た い 6 月か ら 7 月 で , 膵化 日数

は 1 カ月足 ら ずく ら い

(卦 幼虫

･ 水中生活開始後, 体 の 大 き さ に あ っ た カ ワ ニ

ナ を食 べ る

･ 昼間 は石 の 間 な ど に 隠 れ て じ っ と して お り,

夜間 カ ワ ニ ナ を探 して活動 す る

･

幼虫時代 に だ い た い 1 カ 月 く ら い 毎 に 5 , 6

回脱皮す る

･ 寒 さ に 強 い が
, 暑 さ に は弱 い( 水温 は2 4 ～ 5

0

C

以下)

･ 水路 の 底質 は レ キ な い し砂 レ キ 質が よ く 泥質

が 混 じ っ て も よ い が, カ ワ ニ ナ の エ サ と な る

付着性藻類 が ある こ と, さ ら に 幼虫 の 隠れ 家

が ある こ と が 必要

･ 水深 は底 に 十分光 が 届 く程度 が よ い が
, 直射

日光 は避 け る

･ 流速 は1 0 ～ 30 c m / s e c く ら い が 目安 だ が 多様 な

流 れ が よ い

③ ま ゆ

･

幼虫 は だ い た い 4 ～ 6 月 に か け て, 雨 の 降 る

夜 に 上 陸 す る

･ 上 陸時期 は 同 じ所 で も 幅が あ り, ま た, 暖 か

い 所 ほ ど早 い

･ 岸 か ら近 い と こ ろ ( せ い ぜ い 数 m 以内) で, 草

の 根 も と や 小石 の 間 な ど の 凹 に も ぐ り 込 む

( 深 さ は 2 ～ 5 c 皿く ら い)

･ も ぐり 込 む場所 は適度 に 湿 っ て い る必要 が あ

り, 土壌水分が 連続的 に 変化する よ う に 水際

を工 夫 す る こ と が望 ま し い

･ ま ゆ の 時期 は, 前輌期 が40 日 く ら い
,

さ な ぎ

の 期間 は1 0 日 く ら い で あ る

④ 成虫

･ 成虫 に な っ て か ら の 生命 は1 0 日 く ら い で あ る

･ 昼間 は草木 の 葉 か げで 休 み, 夜間飛び まわ る

･ 雄 は比較的活発 に 移動する が , 雌 はあ ま り移

動 しな い

･

′

成 虫期 は, 水分以 外何 も と ら な い

･ 雄 は
一

斉 に 同時明滅 して 雌 を探 す
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･ 雌 は交尾後 2 日 く ら い で 産卵す る

5
. あ と が き

本稿 で は
,

魚類 と ゲ ン ジ ボ タ ル を主 な対象 と し

て
,

水路 に お け る保護
･

育成 の 基本的考 え方 を述

べ た｡ 魚類 に つ い て は, 種 に よ っ て そ の 生態, 生

活史が さ ま ざ ま で あ り, こ こ で は共通 す る
一

般的

な 考 え 方の み を述 べ た ｡

魚類 に せ よ , ホ タ ル や ト ン ボ に せ よ, 保護 ･ 育

成 の 第
一

歩 は種 の 生 態の 理 解 で あ る｡
こ の 正 確 な

理 解 に 基 づ き, 利水実態や 水質 ･ 水量 そ の 他 の地

域 に 固有 の 条件 に 合 わ せ て, 個性的 な 工夫 を試 み

る しか 方法 は な い
｡ 成功事例 の 単 な る模倣 は失敗

に 終わ る 可能性 な し と言 え な い
｡ 目下, 全国各地

で こ の 種 の 事業 が計画中で あ る が
, 生 き物 た ち が

そ の 生 をま っ とう で き る た め の 基本的原則 を し っ

か り と踏 ま え た 上 で, そ れ ぞ れ の 地域 で個性的 な

試 みが な さ れ る こ と を期待 した い
｡
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【報 文】

魚 に や さ し い 排水路整備を目指して

日 次

1
. 事業の 目的 と概要 ･

･ … … … ‥ ‥ … … … … ･ ･ 巾 ･ …

3 7

2
. 農業 開発 と漁 業問題 ･ ･ ･ ･ … ･ ‥ … … … … … ･ ･ ･

… ･ ･ 3 7

3
. 明渠 排水 路施工 に 伴う留意 点 … … … ･ … ･ ･ ･ … ･ ･

3 8

4
.

工 事 の 施 工
= … ‥ …

t … … … … … … ･ … ‥ … ･ ･ … ‥

3 8

1
. 事 業の 目 的 と概要

道東 は冷涼な 気候条件 か ら, 主た る農業 は酪農

経営で あり, 昭和40 年代後半 に お ける 地域 の 酪農

近代化計画 の 中, 昭和4 9 年 に 乳牛 の 多面化 と規模

拡大 に よ る農業経営 の 安定 を目指 して
, 国営総合

農地開発事業 ( 茶安別地区) が 着手 さ れ た｡

茶安別地区は, 北海道川 上郡標茶町 に 位置 し,

標茶町市街地 よ り南東 に , 5 k m か ら20 k m の 地域 で

あ り
, 事業概要 (平成 3 年度) は総事業費8

,
7 7∂百

万 円, 受益面積2
,
9 47 h a

, そ の 他基幹施設 で あ る道

路1 5 条3 3 . 3 血 , 明渠排水路 6 条31 . 5 k m
, 雑 用水施

設7 1 . 7 kln で あ り, 平成 5 年 に 地区完了が 予定さ れ

て
.

い る｡

2 . 農業開発 と漁業 問 題

当地 区内に は, 別寒辺牛川水系 か ら分流 して い

る 茶安別川, 平野川, 片無去川 を抱 え ,･ 南東 に お

よ そ2 6k m 下流 に 位置す る厚岸湾 の厚岸湖 に 流入 し

て お り, 底質 は火山灰質砂泥 によ り形成 さ れ て い

る｡

又 , 厚岸湖 に お い て は, カ キ, ア サ リ の 養殖 が

行 わ れ , 沿岸地域 は全国で も有数 の サ ケ ･ マ ス 捕

獲が 行 わ れ て い る｡ 又 , 茶安別川上 流部 に はサ ケ ･

マ ス ふ化場 が 設置 さ れ , 稚魚 の 放流事業 を行 っ て

い る｡

食料自給率 を高 め る事 が 国民的課題 と な っ て い

る 今 日 に お い て
, 地域 の 二 大産業 で あ る農業, 漁

業 と も 甲 乙付 け が た く伸展さ せ て い か な け れ ば な

* 北海道開発局釧l路 開発建設 部

広 部 圭 一
*

5
.

魚 に や さ し い 施 設 の 概要 ‥ … … … … … ‥ = … …

3 8

6
. 施 設 の 効果 = = … ‥ … … ‥ ‥ … … …

‥ … ･ … ‥ … …

3 9

7
. 施 設 の 改良等 … ‥ ‥ … ･ … ‥ … ･ ･ … ‥ ‥ … … ‥

… … 3 9

8
. あ とが き ‥ ‥ ･ ･ … ‥ ･ … … … ･ … ‥ ‥ … ･ … ‥ … ･ ･ … ‥

4 0
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図- 1 地 区位 置 図

らず, 国営組合農地開発事業 の 実施 に 当 っ て も,

漁業関係者 と随時継続協議 や事業影響調査 (河川

及 び 厚岸湖 の 水質調査, 魚類 生 態, 魚類胃内容物

の 同定, 底生生物調査
, 泥土拡散実験等) が 行 わ
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れ た ｡

そ の 後, 工 事 の 施工 に 当 っ て細心の 注意 と必要

な対策 を取 る こ と で協議が 合意 さ れ , 当地区 の 排

水路工 事 は昭和5 4 年度 よ り着手 さ れ た
｡

3 . 明渠排水路 施 工 に伴う留意点

事業影響調査 に よ れ ば, 農地開発事業 に伴う水

産資源等 に 与 え る 影響 に つ い て は, 別寒辺牛川本

流及び厚岸湖 の 水産資源 に まで お よ ぽ す 影響 は少

な い と し なが ら も , 局部的 に は, 生息魚類 ( ヤ マ

ベ
, ア メ マ ス , イ ト ウ, ウ グイ , ド ジ ョ ウ, カ ジ

カ, ヤ ツ メ等 6 科1 1 種) の 生息場, 産卵場及 び こ

れ ら の 魚類 の 主要 な餌 で あ る小型 の 陸性動物 ( カ,

ブ ユ
, ア リ 等) と水性動物 (ゲ ン ゴ ロ ウ, ヒ ル 等)

並 び に サ ケ稚魚 の放流, 水質環境 に は若干 の 影響

を与 え る も の と の 考察が な さ れ て い る た め , 事業

実施 に 当 っ て は次 の 点 に つ い て 細心 の注意 を払う

こ と と し た｡

①工事施工 に 当 っ て は, 土砂流送拡散 を極力防

除す る 工 法 を検討 す る
｡

②河川 の 直線化 は で き る だ け避 け, 可能 な 限 り

蛇行形状 と す る と と も に 魚類 の 休息場 と し て

の深 み を保存 す る な ど の 配慮 をす る｡

③サ ケ稚魚放流適期 の 5 月 に は排水路 工事 の 施

工 を で き る だ け避 け る｡

④陸性動物成育 の 場 を確保 す る た め に , 開発周

辺 の 植物, 樹林帯 は可能 な 限 り現状 を保存す

る
｡

4 . エ 事 の 施 工

前記 の 要件 を踏 ま え, 魚 に や さ し い 排水路 の 整

断 面

B

1
,
0 00

率

1
,
000

鉄線蛇篭 ¢4 50

網目 13 c m 線径 4 . 仙 m

色

備 と し て

① バ イ パ ス 工 法 に よ り 土 砂 の 流出 を極力抑 え た
｡

( 仮排水路 を 掘削 し
,
シ ー トに よ る保護 エ を行

っ た
｡)

②工 事起点下流側 に塵芥流失防止 施設 ( ス ク リ

ー ン) を設置 し, 極力汚濁水及び 流木等が 流

れ な い よ う 留意 した
｡

③現況河川の 淀 み をで き る だ け残す の が 一

番良

い と 思わ れ る が,

一

般的 に 排水路 は断面狭小

の 解消, 周 辺造成地 の 地下水及び洪水 の 排除

を 目的 とす る こ とか ら, あ る程度直線化 し護

岸 ( ブ ロ ッ ク等) に よ る安定化 を 図る た め,

こ れ ら の バ ラ ン ス を取 る こ と は非常 に 困難 と

な る が
,

こ こ で は, 人 工 的 に 魚が 安息で き る

『魚に や さ し い 施設』 を考慮 し て後実施 し た
｡

④サ ケ稚魚 の保護 の た め 5 月 に は工 事施 工 しな

い よ う, 適切 な 工 期 の 設定 を行 っ た｡

⑤河川周辺 の 植物 , 樹林帯 の 保存 に つ い て は,

造成地 の 有効利用 と工 事施 工 の 中で柳等 の 植

樹 を行 っ た｡

5 . 魚 にや さ しい 施設の 概要

(彰魚族休息場

従来 の 水路 で 観察 す る と , 生息魚顆 は支派川

の 合流 の 付近, 洗堀 さ れ た部分, 草の は え た

場所等 の わ ずか な安息場所 を求 め て 生息 して

い る
｡

こ れ ら を配慮 し, 可能 な 限 り自然環境

に 近 い 構造 と す る た め, 蛇篭 に よ る護岸 と 人

工 的 な淀 み を作 り, 魚類 の 遊泳場所 と した
｡

又, 魚類 の餌 と な る 陸性動物 の 確保 と水面 へ

の 直射 日光 を避 け る た め , 連柴柵 工 を設 け た
｡

図

土 木安定 シート

1 00 k g/5 c m

黙
レ

一

ヽ

連柴柵工 15 c m 5 段

L = 6 . 00 m

3
,
00 0

＼

1
,
000

図- 2 魚 族 休 息 場 (断面 図)
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図- 4 魚 族 休 息 場 ( 平 面図)

尚, 遵柴柵工 施 工 に よ り, 部分的 に 断面狭小

と な り, 法面部 の 洗掘 が懸念 さ れ る た め, 河

川管 理者 と も協議 した 結果, 連柴柵 工施 工 併

は現地盤 ま で蛇篭護岸を行う こ と と し た ｡ ( 対

岸衡 は1 0潮水深 ま で) 又
､ 施設 は概 ね

､ 380 血

に毎 に設置 して お り, 1 か 所当 りの 施 工費 は

約70 万円で こ の部分 に 関 し て
,

' 一

般 の 3 面張

りブロ ッ ク装 工 と比較 す る と豹2 倍 とな る｡

( 平成 2 年度実績 敷幅2 . 00 m
,
L = 10 .0 0 m 区

間)

(蟄樹枝

新設排水路 の 法肩 に , 柳枝 を3 0 c王Ⅶに切断 した も

の を約1 . O m 間隔で 植樹 し, 魚族休息場 と 同様 妃

水路 内の 流水 に 日陰 を 作 り, 更 に 陸性動物 の確

保 に
一

役をな す こ と を目的 と して 施エ した
｡

6 . 施設 の 効果

当地 区で は毎年, 対象漁協 で ある 厚岸漁協 の 青

年部 に よ り, 現地 にお け る魚類調査 を随時行 っ て

い る ｡ そ の 報告 に よれ ば ヤ マ ベ
, ヤ ツメ ウ ナ ギ等

が 又, サ ケ ･ マ ス 稚魚放流期 に は, 施設で 稚魚 が

た む ろ して い る の が 確認 さ れて お り, 河川改修 以

前 と 同程度 の降海 日数が保 た れ て い る と の 調査結

果 が 出 さ れ て い る
｡ 又 , 施設 を観察 す る と, 予想

さ れ た連柴棟エ の 柳 が 繁茂 し, 水面 に 日陰 を作 り,

囲 と な る陸性動物 が 葉 に つ い て い る の も 確認 さ れ,

水路肩 の柳枝 も現在 で は樹高も5 . O m 程 に 成長 し,

自然河川 に 近 い 環境 を保持 し つ つ ある｡ こ れ ら を

総合す る と, ある程度予想 さ れ た効果 は上 が っ た

と 思わ れ る ｡
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丁
. 施設 の 改 良等

現在, 施設 の 構造 に つ い て は, で き る だ け 魚類

へ の 自然環境 を保持 す べ く そ の 検討 を行 っ て い る

が
, 観察 の 結果 に よ れ ば①全体 の 長 さ及 び, 淀 み

に つ い て そ の 規模 を大 きく す る
｡ ②土 砂 の 堆積が

見 ら れ る の で そ の 対策 を検討す る ｡ ③底部 に お け

る 魚遊効果 を 上 げる た め, 魚床 ブ ロ ッ ク等 の 設置

を検討す る｡ 等 が 考 え ら れ るが ,
い ずれ に して も

自然環境 に 近 い 施設 と す る こ とが 肝要 で あり, 今

後 の課題 で も あ る
｡

8
.

あ と が き

以上 述 べ た よ う に , 本地区の 事例 も元 々 は漁協

等 の 協議 の 中か ら検討 さ れ た も の で あ り, 昨今,

土 地改良施設 の 多目的利用 , 自然 と の調和 , 親水

機能等 が い わ れ て い る 中 で
, 施設 と しで は ま

-
だ ま

だ の と こ ろで は ある が
, 今後, 他地域 に お け る排

水路計画 に 際 し,
こ の事例が 多少 な り と も 参考 に

な れ ば幸 い で あ る｡

尚
, 今後 は更 に 創意 工 夫 に よ り 自然環境 の保全

を 考 し
,

理 想的 な排水路 の 施工 を 目指 して い き た

い と 考 え て い る
｡
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【報 文】

福 岡 導 水 取 水 口 の 設 計

一

魚類 の 迷入防止対策の例 一

神 林 実
*

宇 藤 山 隆
* *
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1 . は じ め に

水資源開発公 団 は
, 自然環境 の 保全及 び生活環

境 の 整備 を基 調 と した 均衡ある 国土開発 を進 め て

お り, 現在施工 中及び 完成 した 事業 は全国 7 大水

系 に お い て5 8 事業 に 及 んで い る
｡ な か で も 河川 か

ら直接取水 を伴う事業 に お い て は, 河川流況 の 変

化が 流域 の 環境 に 対 し悪影響を及ぼ さ な い 様 に 最

大 の 努力 を行 っ て 来 た
｡ 特 に 生態系 の

一

部 で あ る

魚類迷入 防止 に つ い て は重大 な関 心 を持 っ て と ら

えて お り
, 古く は昭和3 8 年 に実施計画が 認可 さ れ

た利根導水路事業 (利根川水系本川 よ り取水) に

お い て よ り, 迷入防止 対策 に つ い て 種 々 の 研究 が

- な さ れ, 魚類 の 生態 を ふ ま え た各種迷入 防止 対策

は除 々 に そ の 成果 を上 げて 来て い る｡

内水面漁業 が盛 ん な 筑後川 か ら取水 す る福岡導

入 に お い て も上 記 の 基本的 な 考 え方 に立 っ て, 魚

類迷入防止対策施設 を設置 す る こ と と した
｡

2
. 事 業の 概要

( 1 ) 給水 の範囲

福岡導水事業 は
,

‾
福岡都市圏 の 水道用水 と して

筑後川 の 流水約 2 Ⅰぜ/ S を供給す る も の で あ る｡

昭和5 1 年 か ら 工 事 に 着手 し, 昭和5 8 年 に は揚水機

場 ･ 導水路 を完成さ せ
, 通水 を開始 した ｡

昭和5 9 年 に は全国的な 小雨年 で
, 各地 で 渇水 が 発

生 した が , 福岡都市圏 で は福岡導水 に よ っ て, 渇

水 を ま ぬ が れ た｡

* 水資源 開発公 団福岡導水 建設所
* * 〝

次

4
. 魚類 迷入 防 止 を考慮 した取 水施 設 の 設計 ∴ ･ ･ ･ 4 3

5
.

お わ りに ‥ ‥ … ‥ … ‥ … … ‥ ‥ … … = ‥ … ･ … ‥ … ‥

4 6

福 岡導水 は, 筑後川水系水資源開発基本計画( 平

成元年 1 月閣議決定) に 基 づ い て
,

福岡市 を は じ

め と する 5 市11 町( 図 - 1 , 福岡導水給水区域図)

に 水道用水 を供給 して い る福岡地区水道企 業団及

び , 佐賀東部水道企業団 の 基山町 に 原水 を供給 す

る 事業 で あ る｡

( 2 ) 水源施設

筑後川水系 の江川ダム
, 寺内ダ ム

, 合所 ダム 及

び 筑後大堰 の 湛水区域内 の 筑後川右岸, 久留米市

高 野 町地先 か ら取水 す る
｡

( 3 ) 主要施設

(彰取水 工

筑後大堰 の 湛水区域内の 上 流端付近か ら, 約

2 1 ぜ/ S を取水す る た め幅2
. 8 m X 高1

. 8 m の 取

水樋管 を設置 し た
｡

(参揚水機場

取水 口 か ら 取入れ た 水 は
,

延長約4 7 m の沈砂

池 を通 り給水槽 に流入 する
｡ 揚水磯場 は, 主要

施設 と して 全揚程約1 00 m の 横軸両吸 込 うず巻

ポ ン プ ¢6 00 m m X 3 台及 び¢50 0 m m X l 台 を

設置 す る
｡

(卦導水路

揚水機場か ら久留米市, 小郡市及 び佐賀県基

山町 の 約14 k m を鋼管¢1
,
50 0 m m の 管水路 で 結

び基山町内の 背振山系 の南斜面 の ト ン ネ ル 入 口

と の 接合井ま で 標高差約85 m を 圧送 す る
｡ 接合

井か ら, 1 号 ト ン ネ ル( 延長約4
,
3 00 m 2 R = 2 .

5 m ) 山 口 川 サ イ ホ ン ( 延長約30 0 m
, 1 . 2 5 m X

l . 6 0 m ) 及 び 2 号 ト ン ネ ル (延長約5
,
5 00 m

, 2

R = 2 . 5 m ) を自然流下 し大 野城市牛頸 で
, 福岡
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地区水道企業団施 エ の 牛頸浄水場調整水槽 に 接

続 す る
｡

3
. 取 水 口 設計の 考 え 方

‾( 1_) 迷入防止 の 対象魚類

筑後川 に生息す る魚類 は1 5 科50 種程 も あり, 豊

富 な 魚類相 で ある が , こ の う ち取水 口 付近 に お い

て漁業対象 と な っ て い る 魚種及 び 降河, 遡 上 等 に

よ り影響 が ある 魚種等, 魚種迷入防止 の 対象 と な

る魚種 は次 の11 種 で ある と 思わ れ る｡

ア ユ
, カ マ ツ カ ,

コ イ , フ ナ , ウ グ イ

オ イ カ ワ ( ハ ヤ) , ウナ ギ, ボ ラ,
エ ビ

ス ツ ボ ン , カ ニ

こ の う ち
,

漁業者 に と っ て 最 も重視 さ れ る の は

ア ユ と 思わ れ 特 に 河川放流用の 椎 ア ユ は福岡導水

取水 口 よ り 約20 0 m 上 流 の 小森野堰 そ の 他 で 毎年

1 0 0 万尾程度 が 採捕 さ れ て い る｡

さ ら に, ア ユ の 産卵場取水 口 地点 よ り 上 流部 に 存

在 し, 膵化仔魚 は 9 月
～ 11 月頃流水 に乗 っ て 降河

し有明海 で 成長 し, 体長 4 ～ 5 c m の 椎 ア ユ と して

2 ～ 4 月 に 再 び遡 上 す る｡

上記 理 由 に よ り, ア ユ を重点 と した迷 入 防 止 を

図 り, 他 の1 0 種 の 魚種 に つ い て も充分考慮す る も

の とす る ｡

( 2 ) 魚類迷入 防止 の基本方針

魚類 の 迷入防止 に つ い て は, 河川全体 の 流況及

び魚類 して の生態系 を把握 し, 魚類 しの 生息環境

上 の い わ ゆ る生物学的 な迷 入 防止 の考 え 方 と, 取

水 口 に お い て 対象魚類 の 生態 を ふ ま え た 直接的或

い は物 理 的迷入 防 止 の 考 え 方と が あ る が, 当取水

口 に お い て は後者 を採用す る
｡

即 ち
, 対象魚類 の 遊泳力, 流速選好性, 色彩選

好性等生態, 習性 を 明 らか に し, 取水 口 及び 取水

路 の 流速 を検討す る事 に よ り断面 を決定 しさ ら に

物 理 的 な各種迷入 防止施設 を設置 す る｡

河川 か ら の 取水 に 対 して , 河川 管理 及 び施設 の

維持管理 等 を ふ ま え, 原則的 に次 の 事が 言 え る｡

即 ち , 本川 の 流線 を擾乱 させ ず, か つ 安定取水,

塵芥 の流 入 防止 , 土砂 の 流入 防止, さ ら に 魚類迷

入 防止 等 の 観点よ り, 取水 口 に 於 け る流入速度 は

本川流速 よ り小 さ い 方が 望 ま しい
｡

福岡導水取水 口地点 (筑後川水系本川河 口 よ り

2 8 K 地点) に お け る本川流速 は, 概 ね 次 の 通 りで

ある ｡

平水流量 ( Q ≒60 Ⅰぜ/ S ) の 時

流速 Ⅴ = 0 . 1 3 5 m / S

低水流量 ( Q ≒4 0 Ⅰゴ/ S ) の 時

流速 Ⅴ = 0 . 0 9 0 m / S

取水 口 に お け る流入速度 を検討す る場合, 維持

管理或 い は自然環境 の保全等 を 考慮す る時 は, 平

水量 に お け る本川流速 は大 き す ぎる｡

一

方渇水水

量等 に お ける本川流速 を採 れ ば取水 口 巾が極度 に

大 き く な り, 経済的な 事 は さ しお い て も, 河川管

理 上 の 問題 が 提起 さ れ る｡ 従 っ て 取水 口 に お け る

流入速度 と し て, 低水量 に於 け る本川流速 を対象

とす る｡

4 . 魚 類迷入 防止 を考慮 し た 取 水施設 の 設計

( 1 ) 概要

福岡導水 の 取水量 は約 2 Ⅰぜ/ S で あ り, 取水施

設 は 取 水 口 前 庭 ( L ≒7 .6 m ) , 取 水 口 ( L ≒25

m ) , 取水路 ( L ≒2 3 0 m ) , 沈砂池 ( L ≒5 5 m ) よ

り成 る｡ 丁
一 方取水位 は, 筑後大堰湛水 に於 け る常

時満水位 T .P .3 . 1 5 m
■
と す る ｡

取水施設 の設計 に 際 して は 3 , ( 2 ) 迷入防止 基

本方針 で 述 べ た様 に

①魚類 の 生態, 習性 を利用 した流速 の 対応

(塾同 じく色彩 に よ る対応

(動物理的な 迷入 防止施設

を設計 す る｡ 即 ち, 取水施設 に お け る 各構造物 は

そ の 流速 を与 え る 事 に よ り 自ず と 断面, 形状 が 決

定 さ れ る 事 に な る ｡

又, 各構造物 に ど の 対応及 び施設 を計画する か

に つ い て は, 対応 す べ き 魚類 の種類 と その 特性 を

考慮 して 選択 す る こ と に な る ｡

一

般 に , 魚 を どの

よう に し て捕 え る か と 言う目的 で の 漁具漁法 の 研

究開発 は進 ん で い る
｡

だ か ら, 魚 を 逃す た め に は

こ れ ら の 研究開発 の 裏 を返 して 利用す る こ と に な

る と 言わ れ て い る｡ 物 理 的, 強制的な 施設 は習性

を利用 し て対応 す る も の よ り, 維持管理 に 労力経

費 を要す る も の が ある ｡ 網 に つ い て は, 網目の 大

小 に よ っ て,
ゴ ミ に よ る 網目め閉塞 の 程度 が 異な

り, 相反 し て迷 入 防 止 の効果 の 大小 と し て表 わ れ

る｡ よ っ て, そ れ ぞ れ の 対応及 び施設 を組合 せ て

計画す る こ と と し た｡

次 に 各構造物 ヶ 所 に 於 け る迷入防止 対策及 び 施

設 は次 の様 に 配置す る ｡
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図- 2 取 水 口 概 略 図

取水 口前庭 流速 し の 対応, 魚返 し, 色彩 に

よ る対応, 網

取 水 口 流速 の対応,
ハ ン グ リ ッ プ,

エ

ア ー カ ー テ ン , 色彩 に よ 朗寸応

取 水 路 流速 の対応

な お , 魚類 の 生 態
, 習性 を利用す る も の に , 上

記の他 に 音, .
光, 物 理 的 な迷入防止 施設 に つ い て

は フ ィ ル タ ー 法, 電気ス ク リ ー ン 等 の 実施例 が あ

り, お の お の効果 を上 げて
､
い る が 当取水 口 に お い

て は河川流況, 地形 そ の 他総合的な判断 に基 づ い

て上 記施設 ( 図- 2 取水 口概略図, 図- 3 取

水口詳細図, 写真 - 1 取水 口 全景) を 採用 した ｡

- 4 4 一

L .W . L.
2
.

4 4 0

魚 網

返
し

(

魚
返
し

)

カ エ

l ア
テr
ン

ツ

7
0

周 一 3 取 水 口詳 細図
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写 真- 1 取 水 口 全景

( 2 ) 各 論

①取水 口前庭

イ . 断面 の決定

前庭 に お け る 接近流速 の 設計条件 は, ア ユ の

生態調査 に 基 づ き
, ア ユ の 膵化仔魚 の 最大遊泳

力0 . 0 6 m / S 以下 とす る｡ 即 ち
,

設計 に お い て

は, 魚返 し ヶ 所 に お け る 水深 h = 2 . 3 5 m
, 巾 B =

1 6 m と し, 接近流速 Ⅴ = 0 . 0 5 m / S と す る｡

ロ
.

迷入 防止 施設

ア ユ の 生態 に 基 づ く流速 の 他 に, 習性 と して

の 色彩 も利用す る
｡ 色彩 の 選好性 に つ い て は魚

種 に よ り異 な り, ア ユ に つ い て も 成長過程 に よ

り琴 な る が
, 遡上 期 にお け る椎 ア ユ を対象 とす

る｡ 稚 ア ユ の 嫌 う色 と し て , ア ユ の 生態調査 に

基づ き青色 とす る｡ 流下す る ア ユ の貯化仔魚 に

つ い て は網 に よ り対応す る
｡

又 , 魚 は種類 に よ り時期 に よ り, 底層 に お い

て 生息 す る ｡ 例 え ばう な ぎの 仔魚 の シ ラ ス , カ

ニ 等底層 に お け る迷 入 防止 対策 と して 魚返 し を

設置す る｡ なお , 大堰 に よ る貯水池 の最上流端

に 位置 す る 当取水 口 に お い て は
, 掃流砂 の砂 止

め 浮遊砂 の 巻 込 み防 止 に 対 し て も 有効 と思 わ れ

る ｡ ( 写真 - 2 取水 口前庭)

②取水 口

イ
. 断面 の決定

取水 口 に於 け る流速 の 設計条件 は, 本川流量

が 低水量 に 於 け る時 の本川流速 を採用 し, Ⅴ =

0 . 0 9 m / S と す る｡

取水敷高 は, ダム ア ッ プ さ れ た 河ノーは り取水 す

る場合 は, 河床 よ り0 . 5 m 以 上 必要 と 言わ れ て お

り, 当取水 口 で は対岸 に ある 取水 口 に 合 わ せ て

河床 よ り0 . 5 4 m ( E L
.

0 . 60 m ) と す る
｡ 従 っ て

- 4 5 -

写 真- 2 取 水 口 前庭

水深 b = 2 . 5 5 m と な り, 取水巾B = 1 0 m と す る

と,
バ ー

ス ク リ ー ン に よ る断面阻害 を考慮 して

Ⅴ = 0 . 09 m / S と な る ｡

こ の 時流下 の 取水路 ( 巾2 . 8 m ) に 対 し て ラ ッ

パ 形状 と な る が 過去及 び現在 に お け る大形 の 取

水 口 に お い て は, 前述 した 様 に維持管理 及び自

然環境 の 保全 の 為 に ラ ッ パ 形状 と して い る例 は

数多く ある
｡

大 き な例 と し て は利根川水系本川

(1 54 k m 地点) よ り取水 して い る利根導水路取

水 口 等が あり取水路巾3 0 m に 対 して
, 高水敷 に

お け る取水巾1 24 m の 施設例 が あ り, 当取水 口 に

お け る 巾 は筑後川 の 流況 か ら み て 問題 は な い と

思 わ れ る｡

ロ
. 流入 防止施設

取水 口 の色彩 に つ い て は, 前庭 と 同 じ理 由に

よ り 青色 と する
｡

底層 に お い て 生息す る 魚類 に 対 して は,
バ ン

グリ ッ プ を設置 し 2 段階の 魚返 しと す る
｡

こ の 2 段構 え の 魚返 し は非常に 有効 で あ る と思

わ れ る他 に
, 浮遊砂 の 巻込防止 に 効果が ある ｡

さ ら に迷 入 防止 施設 と して エ ア ー カ ー テ ン を

設置 す る
｡

エ ア ー カ ー テ ン は, 取水 口底面 に 連

続 して 配置 した エ ア ー

ス ト ー

ン よ り気泡 を噴出

して バ ブ ル カ ー テ ン を現出 させ る事 に■よ り, 魚

類 の 流入 を防 止 す る も の で 国内 で は養魚場 の 隔

壁 と して 使用 さ れ て い る実績が ある ｡ (写真- 3

取水 口 エ ア ー カ ー

テ ン 運転状況 して)

③取水路

イ . 断面 の 決定

取水路 に 於 ける 流速 の 設計条件 は
, ア ユ の 生

態調査 に 基づ き, 種 ア ユ の遡上性 を最 も 刺激 す

る Ⅴ = 0 .4 0 m / S 程度 と す る｡ 即 ち, 仮 に エ ア
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写真- 3 取 水 口 エ ア ーカーテ ン 運 転状 況

- カ ー テ ン を通過 し て取水路 に 迷入 し た稚 ア ユ

は そ の走流性 を刺激 さ れ 水路 を遡上 し, 再 び筑

後川 に 出 る と 思わ れ る｡ な お
, 当該地 区は高水

敷 を河川公園と して 利用 して い る の で, 取水路

は暗渠構造 と す る｡

設計 は, 高 さ 8 = 1 . 8 m
, 巾B = 2 .8 m の 暗渠と

し, 流速 Ⅴ = 0 . 4 0 m / S と す る
｡

一

方, 維持管理 上 の 問題 と して , 本川流量1
,

5 0 0 Ⅰぱ/ S の 時 の 浮遊砂 の 最大径 は約0 . 06 c 皿 で

あり こ れ を水路内 に沈澱 さ せ な い 為 の 最少流速

は Ⅴ = 0 .
4 0 m / S と な る の で 上 記流速 を満足す

る
｡

5 . お わ り に

最近事業 の 遂行 に 当 り自然環境 の 保会 席琴景

観 と の 調和を計 り, 水利施設 に お い て は親水機能

を考慮 し た計画 が な さ れ る こ と が 多 く な っ た ｡ こ

の 場合, 河川 に 生 息 す る魚類 の 保護 を配慮 す る こ

と は勿論 の こ と生態系 と調和 した 計画 が あ っ て始

めて 機能する も の と考 え られ る ｡

当福岡導水取水施設 の 設計 に 際 し て も不充分 な

が ら上 記配慮 を行 っ た も の で あ る｡

最後 に 福岡導水取水施設 に 於 け る各種迷 入 防止

対策 に つ い て は, 九州大学農学部 の 塚原教授 の御

指導 を得 て 設計 した も の で あ り, 記 し て感謝 し た

い
｡
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【報 文】

水 質 障 害 対 策 事 業 実 施 事 例

一 農業用水 の水質浄化の た め に 岡山県山南地 区 -

ガ

ぜ

嘉

勝

保

水

久大

清

木 村 正
* *

波多野 敏 明
* *

日

1
.

は じめ に
… … …

･ ･ … ･ ･
=

‥ … … … t ･ = … ･ … ･ … … ･ 4 7

2
. 地 区 の概要 ･ … ‥ ‥ … ･ … ‥ …

… … ‥
… …

‥ = … … ･ 4 7

3
. 事業の概要 … … … … ･ … = ‥ ‥ ‥ … ‥ ‥ ･ ‥ … … ･ … ･

4 9

4
. 計 画 の概要

= …
‥ … …

…
･

･
… ‥ … ･ ‥ … ･ ･ … ‥ ‥- ･ ‥ ･ 4 9

1
. は じ め に

我 が 国で は, 高度経済成長以降, 都市化 の 進展

な ど に よ り, 農村の 水環境 を め ぐる状況が 急激 に

変化 し, 農業用水路 へ 生活薙排水 が混入 す る な ど

し て, 水質 の 汚濁 が 急速 に 進行 し て い る｡

本稿 で は,
こ の 農業用水路 の 水質汚濁 を改善 す

る た め, 岡山県 が事業主体 と な り, 水質障害対策

事業 の 県下 2 番目の 地区と して , 昭和6 1 年度か ら

実施 して い る 山南地 区の 事例 を, 水質浄化処 理施

設 を 中心 に細介 す る ｡ 本地区の 位置図を図- 1 に

示 す｡

2
. 地 区 の 概要

本地区 は図一 2 に 示 す よう に, 岡山市 の 東南部

に位置 し, 受益地 (38 2b a) で は現在,

一

部 で 県営

ほ場整備事業等 を実施中で あ り, 県南 で は優良 な

水 田農業地帯で ある(写真 1 ) ｡
こ の水 田 を 潤す 大

用水路 は, 国営吉井川農業水利事業 に よ り
一

級河

川吉井川 て に建設 さ れ た 坂根合同堰か ら取水 さ れ,

約16 k m 南下 し て 当地区 へ 至 る幹線用水路 で あ る
｡

こ の用水路 は, 上 流部 は用水専用水路 と な っ て い

る が , 本地区 に 入 る と 用排兼用水路 と な り, 市街

化区域 を通過す る｡ こ れ ら の地域 は, 下水道施設

が 不備 で ある た め, 家庭雑排水等 が 農業用水路 に

流れ 込 ん で い る状況 で あ る｡

近年 の 住宅増加 や生活様式 の変化 に伴う汚濁負

荷 量 の 激増と自然浄化能力の 低下 によ り, 本用水

* 岡山県農林部耕地課
* * 圃 山県南部地域建設事務所
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図- 1 山南地 区位 置 図

写 真- 1 上 空右､ ら見 た受益地

の水質汚濁 が進卑, 受益地 で は作物 の 登塾不良,

収量 や 品質 の低下 な どの被害 が 生 じて い る
｡

ま た,

用水路 か ら の 悪臭や , 蚊, 蝿 な ど の 害虫 の 発生 は,

生活環境 を も 悪化 さ せ てし) る｡ 大用水路 の地点別

現況水質 を表 - 1 に 示 す ｡
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＼至西大寺

① (彰

邑久郡

ゝ

N

ヰ

岡山牛窓線 至牛窓

7k 質N o. 5

街市山岡

N質水

市山司

吉

井

川

湾島児

千

町

川

水質N α2

7K 門湾

面

③

水質N o

.
4

番
用
水 処理場

水質N o

.
3

玉島用水

図- 2 計 画 概 要 図

表 - 1 犬用水 路現 況7良質

凡 例

① 一受 益 地

◎ 市 街 化 区 域

0 i龍 城

計画排水管棄

現 況 用 水 路

● 中 継 ポ ン プ

[: = コ 計画汚水処理場

) は 非か んが い 期

地 点

項 目
N o . 1 N o

.
2 N o

.
3 N o

.
4 N o

.
5 基 準 外

C O D
(6 .3)

3 . 1

(1 7 0)

9 .0

(1 6 .0)

1 0 . 5

(1 5 .0)

7 . 8 1 1 . 7
6 p p m 以上

S S
(9 .8)

4

(5 . 0)

20

(9 j )

30

(8 .0)

1 6 2 0
1 0 0 p p m 以上

D O
(1 6 .0)

9 . 3

(1 00)

5 . 7

(1 2 .0)

8 . 9

(22 . 0)

6 . 4 6 .3
5 p p In 以 下

T - N
(1 . 5 6)

0 . 6 9

(11 7)

2 . 7 2

(5 .9 4)

1 . 8 0

(3 . 6 8)

1 . 11 1 . 1 1
1 p p m 以上
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3
. 事業 の概要

本事業 は生活雉排水 の 混 入 に よ り, 水質 の 悪化

した 農業用水 の 水質 を 改善 す る こ と を目的 と した

も の セあ り事業概要 を表 - 2 に 示 す
｡ 大用 水路 に

表 - 2 事 業 概 要

受 益 面 積 A = 3 8 2 b a (水田)

総 事 業 費 661
,
0 00 千円

事 業 工 期 昭和61 年度 ～ 平成3 年度 ( 6 ヶ 年)

事 業 主 体 岡 山 県

関 係 市 町 村 岡 山 市

事業費負担区分

国 児 地元

(55) 基本 (30)

工事費 50 % 35 % 1 5 %

主 要 工 事

1) 管渠工(¢65 - ¢25 0)

L = 4
,
26 0 m

2) 汚水浄化処理 施設(12 0 0 m ゾ日)

接触ろ過槽＋ト レ ン チ工 法

1 ヶ 所
3) 中継ボン 7

0

1 0 ヶ 所

流入 し て い た 排水 は, 管渠 に よ り中継 ポ ン プ を経

由 し て 汚水浄化処 理施設 に 導水 さ れ , 用排分離が

実施 さ れ る (図- 3 ) ｡

汚水 は処理 施設 で 浄化 さ れ た 後, 大用水路 へ 放

流 械 (参

流 域 ①

Q
= 230 m

3

/ 日

町

② - 1

Q
= 385 m

3/ 日

流 され , 農業用水 と して 再利用 さ れ る｡ か ん が い

期 に お け る 浄化後 の 水質 は
, 農業用水水質基準 に

適合 した も の と な り, 本事業実施後, 水質汚濁 に

よ る農作物被害 は防 止 さ れ , 農業経営 の 安定 と発

展 が 期待 さ れ る と共 に
,

生活環境 も 併せ て 改善 さ

れ る｡

4 . 計画 の 概 要

1 ) 水質改善方法 の 決定

水質障害対策事業 に お け る用水 の 水質改善方法

に は, 水源対策, 用排分離, 浄化処 理 施設 の 設置

及 び こ れ ら の 複合型 な どが あ る｡ 当地区の 場合 ,

水源 の 水質 は良好で あり, 地区内で 家庭椎排水等

の 汚水が 大用水路 へ 流 入 して い る ｡ こ の た め専 用

排水路 を新設 し, 汚水 を分離 ･ 集水 す る必要 が あ

る
｡

分離 ･ 集水 さ れ た汚水 は, 下流 に 放流可能 な 排

水路等が あ れ ばそ の ま ま 放流 で き る が, 地区内 に

は適当 な放流先が な い
｡ ま た, 汚水 と流域 か ら の

常時排水 が, 合流 して 流れ る道路側清か ら取水 す

る 形態が 多 い た め, 常時排水が 新設す る専用排水

路 へ 流入 す る こ と は避 け られ な い
｡

こ の常時排水

は, 古 く か ら用水 と し で慣行的 に 使用 さ れ て お り
,

大 用 水路 へ 戻 し て利用 し な け れ ば な ら な い
｡

こ の

た め, 浄化処 理 施設 を設置 し て, 水質浄化 さ れ た

水 を大用水路 へ 放流 す る ｡

② - 2

Q = 15 6 m ソロ

流 域 ⑨

Q
= 26 7 m

i

/ 日

㊤ - ㊦ (ら

流 域 (参

Q
= 116 1ぜ/ 日

大 用 水 路 一-
-

-

㊦- (ら ②- (ら

西 ル ー ト

余

水

は

放

流

流

入

原水㊦

処

理

水

放

流

山南浄化処理 施設

Q ≒ 120 0 Ⅰぜ/ 日

図- 3 集 水 系 統 模 式 図
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以上 に よ り当地区で は, 用排分離す る た め の 専

用排水路･( 管渠) と , 浄化処 理施設 を設置 して 用

水路 の 水質浄化 を行 う ｡

2 ) 汚水浄化処 理施設の 計画諸 元

施設の 計画諸 元 を表- 3 に 示 す
｡

3 ) 放流水質 の 算定

本地区で, 農業用水水質基準 (水稲) に 適合 しな

い の は, 表- 1 の 現況水質調査結果 か ら, C O D ,

T - N で あ り
,

こ れ を浄化処 理 す る こ と とす る｡

大用水路 の T - N を 1 P P M 以 下 ( 基準値) に す

る た め に は
, 処 理場放流水 の T - N を6 P P M 以

下 に す る 必要 が あ る
｡ 処 理場流入 水 の T - N は1 5

P P M で あ る た め
, 除去率 は6 0 % 以 上 を必要 と す

る｡ 過去 に 建設 さ れ た汚水処 理 施設 の 経験か ら,

C O D は T - N 以 上 に 除去 で き る た め, C O D も

60 % 以 上 の除去が 十分可能 とさ れ て い る ｡
こ の た

め 当地区 の C O D を20 P P M 以 下 に 処 理 す る こ と

と した(処 理 場流入 水 の C O D は5 0 P P M ) ｡ 以 上

か ら, 大用 水路計画水質 (処 理 後) を計算す る と
,

図- 4 に 示 す 結果 と な り, か ん が い 期 の 水質 は,

C O D が3 . 8 P P M
,
T - N が0 . 9 6 P P M と な っ て

農業 用水水質基準値 (水稲) を満足 す る
｡ 従 っ て

処理 場 の 放流水質 は C O D 2 0 P P M , T - N 6 P

P M , S S 2 0 P P M 以 下 と し, こ の 処 理 が 可能 な

施設 を計画す る｡

5
. 処蛭施設 工 法 の 選定

1 ) 浄化処理 方式の 選定

浄化処 理 法 と して は, 生物処 理 が 一

般的で あり,

大別 す る と生物膜法, 浮遊生物法, 土 壌浄化法 に

分 け ら れ る
｡

生物膜法 は, ろ材 ま た は 円板 の 表面

に 微生物 (生物膜) を生息 ･ 付着 させ , こ れ を汚

表- 3 汚 水 浄 化 処 理 施 設 計 画 諸 元

項 目 計 画 諸 元

処 理 対 象 (家庭 雑排水) 人 口 ･ 14 0 0 人
, (畜産排 水) 牛 ･ 30 0 頭 , 常時排水 ･ 1

.3 7 k m
2

計 画 目 標 年 次 平成17 年 (計画か ら2 0 年後)

計 匝l 最 大 汚 水 量 130 0 m
8

/ 日 9 0 , 1 1 n
8

ル r l . 0 5 2 m ソ m i n

計 画 日 平 均 汚 水 量 120 0 m ゾ日 50 . O m
丑ル r O . 8 3 3 m

丑/ m i n

汚 濁 負 荷 項 目 C O D S S T - N B O D 備 考

汚 濁 負 荷 量 5 7 . O k g / 日 1 6 28 k g/ 日 1 8 . 5 k g/ 日 9 5 . 6 k g/ 日

現 況水質( 大用 水路) 9 . O pp m 2 0 .O p p m 2 . 7 p p m 現 況水質 N o

.
2

〝 (処理 場)
(9 0 . 0) (2 4 0 . 0) (3 0 . 0) - (1 4 0 . 0)

( ) は非 か んが い 期pp m p p m p p m p p m

5 0 . 0 1 3 0 .0 1 5
.
0 80 . 0

計画処理 後水質( ′′)
(2 0 . 0) (2 0 . 0) (6 . 0) (1 0 . 0)

〝
pp m p p m p p m p p m

2 0 . 0 以下 20 .0 以 下 6 . 0 以 下 1 0 .0 以 下

〝 (大用 水路)
(9 .1)

pp m

3 . 8 以下

(1 2 .6)
p p m

4
.7 以 下

(2 . 7)
p p m

1
. 0 以 下

〝

農業用 水水質基準値 6 p p m 以下 1 0 0 p p m 以 下 1 p p m 以 下
N o . 3 で の 水質

か んが い 期

処 理 方 式 循環接触ろ過槽 ＋ トレ ン チ処理 ト レ ン チ面積 ≒240 0 m
2
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(参流人( 集水域外の 大規模施設か ら)

＼
汚濁濃度 負荷量

( p p m ) (k g / 日)

i充 量
(6 2 0) 皿 ゾ日

7 2 0

C O D 44
.
8

( 27. 8)
3 2
.
3

S S 5 1 . 5

( 31
.

9)
3 7
.

1

D O

T - N 1 8.8

( 1 1 . 6)
13. 5

＼
汚濁濃度 負荷量
( pp

m ) (k g/ 日)

流 量
(1 0

,
9 8 8) が / 日

7 0
,
2 8 9

C O D

(8 . 5) (93.1)
3. 5 2 48 . 0

S S

( 12
.

1) (1 13.
5)

4. 5 3 15. 4

D O

( 16
.

0)
9 .3

T - N

(2.
5) (27.

8)
0. 87 6 1.5

( ) は非かん が い 期

(多大用水路計画水質(N o

.
3 の 水質)

汚濁濃度 負荷量
(p p Ⅱl) (k g/ 日)

流 量
(1 1 ,5 8 8) m

8/ 日

7 1
,
4 8 9

C O D

(9. 1) (1 05.1)
3
.

8 2 72
.
0

S S

(1 2
.

6) (1 45 . 5)
4. 7 3 39.4

D O

(1 6 . 0)
9. 3

T - N

(2.
7) (31.

4)
0. 9 6 68,7

大用 水路

現況7k 質調査N α 1

1

(五大用水路現況水質(N o l の 水質)

＼
汚濁濃度 負荷量

( p p In) (k g/ 日)

流 量
(10

,
3 6 8) m ソロ

1 29 ,6 0 0

C O D

(6 . 3) (6 5 . 3)
3. 1 4 0 1

.
3

S S

(9.
8) ( 10 1

.
6)

4 .0 5 1 8 . 4

D O

( 16
.

0)
9. 3

T , N

(( 1
.

5 6) (1 6.
2)

0
.

6 9 3 9
.

4

( 現況水質検査結果)

N o

.
2

0

＼
汚濁濃度 負荷量

(p p m ) ( k g/ 日)

流 量
( - ) m

】

/ 日

6 0
,
03 1

C O D 3 . 1 1 8 6
.
1

S S 4. 0 2 4 0.1

D O 9
.

3

T - N 0 .6 9 4 1
,
4

⑨ 2 番 用 水

N o

.
3

＼
汚濁濃度 負荷量

( pp m ) (k g/ 日)

流 量
(6 0 0) m ゾ日

1
,
2 0 0

C O D 2 0

(1 2.
0)

2 4
.

0

S S 2 0

(1 2.
0)

2 4 . 0

D O

T - N 6

(3.
6)

7
.

2

④ 処 理 場

図 - 4 計 画 大用 水路水 質模式 図

水 と 接触 さ せ る こ と に よ り, 汚水中 の 有機物質 を

分解 ･ 浄化 す る も の で あ る
｡ 浮遊生物法 は, 活性

汚泥 を汚水中 に 浮遊 さ せ た状態 で, 曝気 ･ 擾押 し

て 処 理 を行う方法 で あ る｡ 土壌浄化法 は土壌中に

生息す る 微生物 に よ り, 汚水 中 の 汚濁物質 を分

解 ･ 除去す る方法 で あ る｡

当地区で は, 過去 に 実績 が あ る次 の 3 方式 に つ

い て比較検討 を行 っ た
｡

(∋生物膜法一回分式活性汚泥方式

(塾浮遊生物法一回分式活性汚泥方式

(卦土壌浄化法一循環接触 ろ過槽 ＋ ト レ ン チ 方式

な お, 比較 に 際 して の 条件 で 重要 な も の は次 の

4 点 で あ る｡

(丑対象汚水 に 常時排水 が含 ま れ る た め, 降雨時

に は汚水量 及 び 汚濁負荷量 の 変動 が 激 し く な

る が, 常時安定 し た処 理 能力 を有 す る こ と ｡

②大幅な T 【 N 除去が で き る こ と
｡

③維持管理 が 容易で あり, 管理 費 が 安価 で ある

こ と ｡

④建設費が 安価 で あ る こ と ｡

ま ず, 接触曝気方式 ( J A R U S III 型) は, 集

落排水事業 の 汚水処 理 施設 と して 開発 さ れ た も の

で ある ｡ 嫌気 ろ槽 を前置 き した 接触曝気方式 で あ

(勤大用水路計画水質( か んが い 期)

の 算定 ( N o. 3 )

(①＋②- ⑨＋④) の負荷量

⑤の 流量

c o D =
旦些二旦±里二旦二些二王±些竣

= 3. 8 p p m

7 1
,
48 9

s s =
旦!旦L 吐旦し!二些坦土些L旦

= 4 .7 p p m

7 l
,
48 9

ト N 一
班 二旦4 ]ユ呈

-- = 0
.

96 p p m

7 1 , 48 9

る た め, 良好 な水質が 期待 で き, T - N の 除去 も

可能 で あ る｡ し か し, 流入 汚水量7 0 0Ⅰゴ/ 日以下 の

施設 が ほ と ん どで, _ 当地区の よ う に1 20 0 血ソ
′

日規

模 の施設 は, 接触曝気方式 で は実蹟 が な い ( 昭和

6 3 年 ま で) ｡ 流入 水 の 流量, 負荷量 の 変動 に 対 して

は, 日 間変動程度 で あれ ば十分対応 で き る が , 降

雨時 の大 き な変動 が あ る と対応で き な い
｡

回 分式活性汚泥法 は, 1 つ の 槽 に よ り 曝気 ･ 沈

澱 を行う方式で , 設備 は簡単 で あ る
｡- ま た

, 適切

な 運転管 理 に よ り, T - N 除去も 可能 で ある
｡ し

か し, 流入負荷量 が小 さ い 場合 に は活性汚泥 の 生

成 が 難 しく, 流入 水 の 流量 , 負荷量 の変動 が あ る

と 処理 槽 で の 活性汚泥 の 生成 が で き ず, 正 常な 処

理 が で き な く な る｡
こ の た め, 流量, 負荷 量 の 変

動 に 合わ せ て , 曝気 ･ 沈澱 ･ 放流 の サ イ ク ル を き

め細 か く調整 す る 必要 が あ り, 常駐管理 に 近 い 維

持管 理 が 必要と な る
｡

循環接触 ろ過槽 ＋ ト レ ン チ 方式 は
,

ト レ ン チ の

前 に 循環接触 ろ過槽 を設置 し て い る た め , ト レ ン

チ の 目詰 ま り防 止 と, ト レ ン チ に 流 入 す る汚水 の

流量, 負荷量ゐ変動 を軽減 す る こ と が 可能 で ある ｡

こ の 方式 は, 家庭雑排水等, 流入負荷 が 低負荷 の

場合 に使用 さ れ て い る｡ ま た, 水量的に も , ト レ
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ン チ 面榎 が確保で き れ ば1 2 0 0Ⅰぜ/ 日 は問題 な い ｡

流入水 の 流量, 負荷量 が 変動 して も安定 した 水質

が 得 られ , ト レ ン チ に よ り大幅 な T - N 除去 も可

能 で ある
｡

ま た, 維持管 理費も電気料, 人権費 が

他方式 に 較 べ て安価 で ある｡ し か し, ト レ ン チ に

広 い 用地 を必要 と す る
｡

以 上検討 の 結果 , 浄化処 理 方式 は, 用地が 確保

で き るた め, 循環一葉触 ろ過槽 ＋ ト レ ン チ 方式 に 決

定 した ｡ こ の 方式 で あれ ば, そ の ほ と ん どの 部分

が 土 壌 に よ り覆 わ れ る た め, 水 田地帯 の 自然 に 融

合 し, ト レ ン チ 上 部 も広場 と し て有効 に利用 で き

る
｡

こ の 利点 は, 性能面 と は別 の 観点か ら, 処 理

方式決定要因 の 1 つ に な っ て い る｡

2 ) 集水 工 法 の 決定

当地区 の大用水路 へ の汚水流入 形態 は, 分散流

入 で あ り, 道路慣滞等 の 開水路 を通 じて 流入 す る

も の が40 ヶ 所
,

家庭や 牛舎 か ら直接流入 す る も の

が7 6 ケ 所, 合 わ せ て1 1 6 ケ 所か ら流 入 す る
｡ 開水路

か ら汚水 を取水す る場合 は, 写真 2 に 示す よ う に ,

写真- 3 水路 添 架管及 び取 水 口

形態で 取水 しな けれ ばな らな い が
,

宅地 と犬用水

路 と の 間 に , 土中配管す るだ け の 用地幅が な い 状

況 で は, 水路壁面 に 配管 し, 汚水 を取水す る方法

が適 し て い る
｡ 管路 は道路下 に 埋設 も し く は, 大

用水路 に 添架 さ れ て 処 理 場 に 至 る ｡

6
. 浄化処 理 施設 の 設計

循環接触 ろ過槽 ＋ ト レ ン チ 工法 に よ る浄化処 理

施設 に つ い て, 処理 工程順 に 各施設 の 設計 に つ い

て説明す る｡ 図一 5 に 浄化処理施設平面図, 図-

6 に 処理 工程, 図- 7 に 1 次及 び 2 次処理 施設構

造図 を示す ｡

5 4 . 0

侭 -

- 一
一

流入 - - 一 -
‾ ‾

‾
‾

召

__ _
_ J l

写真- 2 開水路 か ら の 取 水 口
, 堰, 桝

水路 の最下流部 に低 い 堰 を設 け て 桝 に取水 し, 管

路 で 処 理場 ま で 集水 して い る｡ こ れ は, 当地区 の

地形が 平 坦 で 大用水路 の 両側 に 家屋 が ある た め ,

末端家庭 ま で 配管 す れ ば, 多数 の 中継 ポ ン プ が 必

要 に な り管路延長 も長くな っ て 工 事費が 高額 に な

る た め で ある ｡

管路 は, 道路埋設部分 に お い て は硬質塩化 ビ ニ

ー ル 管( V U 管) , 水路添楽部分 に お い て は硬質 ポ

リ エ チ レ ン管 (写真 3 ) を使用 した ｡ 水路添架 と

し た理 由 は, 家屋 が大用水路 に 非常 に 接近 し て建

て られ , 家屋雑排水 が 直ヨ妾, 排水 さ れ て い る た め

で ある｡ 宅地内配管 の 改修 は しな い た め, 現状 の

- 5 2 一
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1 ) 原水 ポ ン プ 槽

原水 ポ ン プ槽 は, 東西 2 つ の ル
ー トか ら送水 さ

れ た 汚水 を集 め, 1 次処理 施設 へ 送水す る
｡ 降雨

時 に 流 入 量が 増大 し, 施設処 理 能力(1 2 00 Ⅰぜ/ 日)

を超 え る場合 は, 余水 を大用水路 へ 放流 す る｡ 放

流 して も, 汚水 は大量 の雨水 に よ っ て希釈 さ れ て

い る た め 問題 は な い
｡ 原水 ポ ン プ槽 の 容量 は, 日

平均汚水量 の15 分容量 と して , ポ ン プ休 止 時間 を

5 分 と す る｡

必 要 容 量 = 0 .
8 33 Ⅰぜ/ 分 ×1 5 分 ＋ (1 .5 0 2 ‡ぜ/

分一0 . 83 3 Ⅰぜ/ 分) × 5 分 = 1 5 . 8 4 Ⅰぱ

送水用水中ポ ン プ

¢80 A x 2
.

2 E w x O
.

8 3 3 Ⅰぜ/ 分 × 4 .
5 m

2 台

余水用水中ポ ン プ

郎 O A x l . 5 瓦 Ⅴ × 0
.

6 69 Ⅰぜ/ 分 ×4 . O m

2 台

2 ) 沈砂池お よ びス ク リ ー ン ( 1 次処 理)

沈砂池 に お い て, 流入 汚水中の 雑物 を 沈澱 きせ ,

間欠的 に 曝気 し て汚泥 を捜拝 し, 腐敗 を 防止す る ｡

攫拝 した 汚泥 は,
エ ア リ フ トポ ン プ で第 2 沈砂時

に移 さ れ , そ の後, 搬出 さ れ る｡ ･ ス ク リ ー ン は,

薙物 の 流入 に よ る ポ ン プ ト ラ ブ ル を防止 す る ため

に設置 した ｡ 目幅 は5 0 m / m で , 自動掻 上 げ式( タ

イ マ ー 付) で あ る｡

滞留時間
…

時間最大汚水量 に 対 し,
3 分間

必要容量 = 1 . 5 0 2 皿
事
/ 分 × 3 分

= 4 . 5 m
3

3 ) 多室型最初沈澱槽 (以下 2 次処理)

汚水 中の 微細 な浮遊物質 を除去 す る た め設置 す

る ｡ ま た, 汚水面 を 土壌 で 被覆 す る こ と に よ り,

悪臭
‾
の防止 と ス カ ム の 発生防 止 を 行な う｡

滞留時間
t ‥ 日平均汚水量 に対 し 4 時間

必要容量 = 50 . 0 Ⅰぜ/ 時間 × 4 時間

= 20 0 Ⅰぜ

水面穫負荷 =

計画 日平均汚水量

沈渡槽表面積

12 0 0出き

10 2 . 2 m
2

≒1 2Ⅰぜ/ Ⅰぜ ･ 日 〈15 Ⅰぜ/ 血
2

･ 日

( O K )

槽内平均流速 =

沈澱槽有効長

沈澱時間

1 4 . 6 m

4 時間

≒ 6 c m 分 〈30 c m / 分

( O E )

4 ) 流量調整槽

流入 汚水 の 時間変動 を無 く し て汚濁負荷 を均
一

に し, 処 理効果 を上げる た め に設置す る｡

滞留時間
･ ‥

日平均汚水量 に 対 し 6 時間

必要容量 = 5 01ぜ/ 時間 × 6 時間

= 3 00 Ⅱf

調整 ポ ン プ (接触 ろ過槽 へ 送水 す るた め の水中

ポ ン プ)

¢8 0 A x 2 . 2 K v x o . 8 33 Ⅰぜ/ 分 ×7 . O m

2 台

5 ) 接触 ろ過槽

ろ材 と汚水 が 接触す る事 に よ り, ろ材 に 棲息す

る微生物力主汚水中 の 汚濁物質 を分解 ･ 除去 し
, 汚

水 を浄化す る ｡ 通常 は曝気 せ ず, 接触 ろ過槽 2 槽

の 中で 汚水 を循環 させ る ｡ しか し, 高負荷 と な る

時 は曝気 を行 い
, 汚水中の 容存酸素濃度 を上げ,

浄化能力 を高め る こ と が で き る｡ ろ材 は生物膜 に

よ る閉塞が 生 じ に く い 形状 で , 生物膜 が 付着 しや

す い 構造 と し, 人 工 プ ラ ス チ ッ ク ろ材(球状 ろ材)

を使用 した (写真 4 ) ｡ 上 部 は 土 壌 で 被覆 し て い

る｡

写 真- 4 接 触ろ過槽内

プ ラ ス チ ッ ク ろ材
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滞留時間
･ = 日平均汚水量 に 対 し 5 時間

必要容量 = 50 rげ/ 時間 × 5 時間

= 25 0 Ⅲf

必要空気量 ( 当施設 で は酸素の 補給 と 汚泥 の剥

離 に使用 す る た め, 曝 気強度は0 .

7 5 Ⅱf / Ⅰぜ ･ 時間 と した ｡)

= 32 3 . 7 5 Ⅲf / Ⅰぜ ( 実際容量)

×0 . 7 5 Ⅰぜ/ m
ユ

･ 時間 ÷6 0

= 4 . 0 5 Ⅰぜ/ 分

空気ブ ロ ワ
ー

¢80 A x O .
4k g / c江戸x 4 .0 5 Ⅰぜ/ 分 ×5 . 5 K w

2 台

プ ラ ス チ ッ ク ろ材 (球状 ろ材)

3 50 個 / 血
a

汚水循環用水中ポ ン プ

¢50 A X O . 4 K w x o . 21 Ⅰぜ/ 分 × 4 . 5 m l 台

6 ) 最終沈毅槽

接触 ろ過槽 で 生 じ た汚泥 を沈澱 さ せ 囲液分離す

る槽 で , 上 部 は悪臭防 止 の た め土 壌被覆構造 と し

た ｡

滞留時間
… 日平均汚水量 に 対 し3 時間

必要容量 = 5 0Ⅰぜ/ 時間 × 3 時間

= 1 5 0 Ⅱf

水面積負荷 =

1 2 00 Ⅰぜ/ 日

61 . 6Ⅰぱ

= 1 9 . 5Ⅰぜ/ 血 ･ 日 〈2 0 Ⅲf / ぱ ･ 日

( O K )

槽内平均流速 =

8 I n

3 時間

≒ 5 c m / 分 〈3 0 c m / 分

( 0 Ⅰ()

7 ) 送水 ポ ン プ槽

汚水 の流量変動 を緩和 し, ト レ ン チ( 3 次処 理)

へ の 送水 を 日 平均汚水量 ( 日) に 対 し 1 / 2 4 に す

る ｡

滞留時間
… 日平均汚水量 に対 し 6 時間

必要容量 = 5 0Ⅰぜ/ 時間 × 6 時間

= 3 00 n f

送水用水中ポ ン プ

郎O A X 2 . 2 監 w x o . 83 3 Ⅰぜ/ 分 ×5 .O m

4 台

8 ) ト レ ン チ ( 3 次処理)

微生物
■ろ材 を使用 し た ろ床 に は多 く‾の 土 壌中微

生物 が繁殖 し て お り, こ れ に 汚水 を浸透 さ せ る こ

と に よ り, 微生物 が 汚濁物質 を分解 ･ 除去す る｡

ト レ ン チ に は, 好気性及び嫌気性両方の 微生物

が 生息す るキめ, 好気性微生物 に よ る願化 と嫌気

性微生物 に よ る還元 に よ り, 特に T - N の 除去 が

で き る ｡ 当地区で は ソイ ル 式 ト レ ン チ を採用 して

お り, 汚水 1 n f に対 して2 . 0 Ⅰぜの ト レ ン チ 面積 と し

た ｡ 図- 8 に ト レ ン チ 構造図, 写真 5 , 6 に ト レ

ン チ下部集水管布設状況, 散水管布設状況 を示 す ｡

写 真- 5 ト レ ン チ下部集水管布設 状況

写真一8 散水 管施工 状 況

土壌処理 方式 に は多 く の 種類が ある が , 当地区

で 採用 した ソイ ル式 ト レ ン チ は, 特殊人 工 ろ材(微

生物 ろ材) と土壌 (粉末 ろ材) を組 み 合わ せ て使

用 した も の で あ る｡ 特長 はT - N の 除去率 が高く ,

耐久性 が あり, 必要面積 が 少 な い こ と な どで あ る｡

特殊人 工 ろ材 を使用 して い る た め, 土壌中に粗孔

隙及び微細孔隙が 多く存在す る｡ また , 圧密さ れ

に く く 孔隙 の 変化が 少 な い ｡ こ の た め , 好気性,

嫌気性両方 の微生物 が, 同時 に多数生息す る こ と
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ト レ ン チ縦断面 図
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上部集水管

表 土

微生 物ろ材

粉 ろ材

下部 集水管

T P 7 5¢

敷細

2 .別)

栗 石

･ 集水 管 一 有子L H P ¢3 0 0
-

-
-

合成
ゴ ム シート

∃≡
散水管

¢7 5

受水磐 F R P

散 水管 S P 75 ¢

敷網

コ ン ク リ

ート有季石
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-

4 0)

図 - 8 3 次 処理 施 設 (ト レ ン チ) 構 造 図

の で き る土 壌条件 を長期間 に わ た り維持 す る こ と

が で き る｡

2 次処 理 か ら送 ら れ て き た汚水 は
,

送水管か ら

散水管 へ と送水 さ れ, こ そか ら微 生 物 ろ材, 次 に

粉末 ろ材, 最後 に栗 石 と い う順 に 浸透 して行 き
,

集水管 に 集 め られ て い る｡ こ の と き の浸透速度 は

7 ×1 0‾
5

m / 秒程度 と言 わ れ て い る ｡ ま た, 上 部集

水管 は浸透路長 を長 く す る役割 を果 たす
｡

ト レ ン

チ底面 は
, 処 理 水 の 漏水 や 地下水 の 侵入 を 防止 す

る た め, 合成 ゴ ム シ ー ト を敷設 して い る
｡

必要面積 = 2 . 0 Ⅰぜ/ 血 × 日平均汚水量 ( 日)

= 2
.
O m

2

/ 出 ×1
,
20 0 Ⅰぜ

= 2
,
4 00 m

2

散水管布設間隔 = 〔受水盤幅 ×1/2 十 ( 微 生 物 ろ

材 厚 十 粉 末 ろ 材 厚) ×

t a n 6 3
0

〕× 2

こ こで , 63
0

は鉛直方向, 水平方向 の浸透速度 の

実験値 か ら得 ら れ た数値 で あ る｡

= (0 . 2 十0 . 6 5 × t a n 63
0

) × 2 ≒2 . 8 m

浸透量 = 鉛直方向浸透速度 × 微生物 ろ材厚 ×散

水管延長

= 7 ×10▲
5

m / 秒 × 0 . 3 5 m X 67 2 m

= 0 .0 1 6 m
3

/ 秒

= 1 38 2 Ⅰぜ/ 日〉 12 00 Ⅰぜ/ 日

散水管標準断面図
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9 ) 放流 ポ ン プ槽

最終的に 浄化処 理 の 完了 した処 理 水 を大用水路

へ 放流 す る た め の槽 で あ る｡

滞留時間
…

日平均汚水量 に対 し1 5 分

必要容量 = 0 .B 3 3 血
a

/ 分 ×1 5 分

= 1 2
. 5 fげ

放流用水中ポ ン プ

¢80 A x 3 . 7 K w x o . 83 3 Ⅰぜ/ 分 ×4 . O m 2 台

7
. 施 設の 維持管理

本施設 は事業完 了後, 西大寺土地改良区 に 譲与

さ れ
, 維持管 理 さ れ る 予定 で ある

｡
そ の 場合 , 維

持管 理 作業 が容易 で あり, 維持管 理 費が 安価 な施

設 で あ る と い う こ と は
, 設計 に 際 して の 絶対条件

と な る ｡ 本地区の 場合 は
,

ま だ施設 が 正 式稼動 し

て い な い た め, こ の 実績 を紹介す る こ と はで き な

い が
, 試算 した年間維持管 理費 を表- 4 に 示 す

｡

当施設 は, 通常 の 流入 負荷 の 場合 は
,

曝気 を必要

と し な い た め 他方式 に 比 べ 電気料金が 安 い
｡ ま た

,

常駐管理 は必要 とせ ず, 専門業者 に よ る月
一

回 の

保守点検 に よ り, 維持管 理 を行う予定で ある
｡

ト レ ン チ 上部 ( A ≒2 40 0 Ⅱf) は将来, 岡山市 が
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表 一4 維持 管 理 費算定表 (年 間)

項 目 金 額 備 考

中継ポ ンプ
500

千 円 低 圧 電 力

電 気 科 ポ ン プ1 0 台

処理施設

電 気 料
2

,
0 0 0

低 圧 電 力

ポ ン プ 6 台,

ブ ロ ワー1 台 他

水 道 料 20

技 術 点検費 500 1 回/ 月

薬 品 費 必 要 に 応 じて 計 上

汚泥 処分 費 3
,
0 0 0 3 0 0 m ソ年

水 質検査 費 3 00 1 回/ 月

消 耗 品 費 300

諸 雑 費 2 80

計 6
,
9 0 0

公園, 多目的広場 と して 整備 し, 地域住民 の 憩 い

の 場 と し て有効利用 さ れ る予定 で あ る
｡ 地 元 住民

は,
こ れ を喜 ん で お り

, 施設用地内の 除草,
清掃

作業 は地元 住民 の 手 で実施 さ れ る｡

8 . お わ り に

当地区も
, 昭和6 1 年度 の 着 工 か ら 6 年 を経過 し,

平成3 年度 に 完 了 す る予定 で ある
｡

当初 は
, 過去 に 建設 さ れ た近く の し尿処 理 場 か

ら, 時 々
, 悪 臭 が発生 し て い た た め ｢今度 の 施設

も 悪 臭 を ま き ち らす 迷惑施設 だ
｡ + な どと間違 っ た

噂 が 流 れ, 用地取得 が 難航 した り,
工 事 に 着手後

は
, 現地が 軟弱地盤 で ある た め浄化処理 施設 の 基

礎処理 に は, 予想以 上 に 日時 を 要 し た
｡ 管渠工 事

も 周地幅 が狭 い 上 , 民家 が 接近 し, 地下水位 が高

い こ と な どか ら, 悪条件下 の工 事 と な っ た
｡

しか

し, 関係者 の 努力 と地元で 結成 した 山南水質障害

対策事業促進協議会 の 熱意 に よ り , 現在, 無事 に

主要工 事 は完了 し, 後 は処理 場内の 整備 工 事 を残

す の み と な り, 平成 3 年 8 月末 か ら は施設 の 試運

転調整 を始 め た と こ ろで あ る｡ 残念 なが ら
, 本稿

作成中 に は, 水質 デ ー タ の 収集 , 分析 は 間に 合わ

な い の で , 紹介す る こ と が で き な い が , 汚水 の 分

離 を開始 す る と同時 に地元住民 か ら ｢大用水路 の

水 の 色が 前 よ りず っ と きれ い に な っ た
｡ + , ｢ 臭 い が

しな く な っ た ｡+ な どの 反応が あ り, 夏休 み の 子 供

達 が , 釣 り 竿 を持 っ て 歩 い て い る 姿 を見 か け る よ

うに も な っ た
｡

や は り 自分 の家 の す ぐ前 を流れ る

水路 で あ る だ け に 水質浄化 へ の 関心 も高 く, 反応

も リ ア ル で あ る
｡

当施設 も今後, 計画処 理 水質 の確認, 降雨時 に

お け る土 砂流入 量 の 把握, 余水吐能力 の 確認等 を

行 い
,

平成 3 年1 0 月 か ら正 式稼動 す る｡
こ の 施設

が , 将来 に わ た り良好 な 状態 で 維持 さ れ ,
い ち ば

ん 身近 な水路 の 水 を浄化 す る重要 な 施設 と して
,

ま た, 憩 い の 場 と し て地区住民 に 愛さ れ る こ と を

願 っ て や ま な い
｡

最後 に , 本事業 の 推進 , 設計, 施 工 に ご協力 を

い た だ い た 関係各位 に 謝意 を表 す と とも に , 今後

の水質障害対策事業 の 発展 に役 立 て ば幸 い で あ る｡
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【報 文】

堺 市 に お け る た め 池 環 境 整 備 事 業

一 菰池 の 水質改善及び親水空間 の 創造 一

西 上 勝
*

1
.

は じめ に ･ … … = ‥ … ‥ ･ … ･ … ･ … ‥ ‥ … ‥ … … … ‥

5 8

2
. 整 備計 画概要 … ‥ … ･ … … … ‥ = … ･ … … … ･ … …

5 9

1
. は じ め に

菰池 は 流域面積1 9 5 h a を か か え, 満水面積8
. 7

h a
, 最大水深2 . 7 m と き わ め て 浅 い 池 で あ る｡ 流域

内 に お い て 昭和40 年初 め よ り 宅地開発 が 急激 で 市

街地 の形成が 著 しく , 市内で も 人 口密度 の 高 い 地

域 と な っ た ｡ しか し
,

下水道 が 未整備 の 地域 で あ

り雑排水 が 農業用排水路 に そ の ま ま排出さ れ , 地

観

r

､

』済窮

盛

讃

次

3 . 植 生浄化 … ･ … … … ･
′

‥ ‥ ‥ … ‥ ･ … … … … ‥ ‥ ‥ … 6 6

4
.

お わ りに … … ‥ ‥ … … … ‥ … ‥ … ‥ … ‥ … ･ ･
･ …

… 6 8

■

域 の水路網 を経 て菰池 に 流入 す る｡ ま た, 閉鎖水

域 の た め汚濁物質 が 池底 に 堆積 し,
ヘ ド ロ 化 して

環境悪化 の 原因 と な っ て い る ｡

こ の た め, 水生植物
･

ホ テ イ アオ イ と植物 プ ラ

ン ク ト ン を原因種 と す る い わ ゆ る ｢ ア オ コ+ が異

常繁殖 し, 魚類 の へ い 死, 悪臭, 景観障害 と い っ

た環境上 の 問題 が生 じて い る ｡ ( 写真- 1 ～ 2 )

こう した 水環境 の 悪化 に 対 し
, 地域住民 は菰池

･中
心･ノ

園- 1 菰 池 流

* 大阪府堺市農政部農業土木課長
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写真 - 1 菰 池 の 現 況

写 真- 2 ホテイ ア オイ が 繁茨 した菰池

の 浄化 を 強く要望 して お り, 市域 の 汚水発生源対

策 と して
, 下水道整備 の 促進や 家庭雑排水 の 処理

等の 対策 が 急が れ る｡ しか しな が ら, こ れ ら の 方

策 に は, 多く の 年月 と費用 を要 す る こ と か ら, 緊

急か つ 経済的 に 実施可能 な水質改善 シ ス テ ム と た

め 池本来 の機能回復及 び 良好 な水辺環境 の整帝等,

多面的 な活用の 方向 を市民 か ら行政側 に 強く要請

さ れ て い る と こ ろ で あ る
｡

それ に 応 え る た め の 農業 土木的な 方策 を探 っ て

み た い ｡

2
. 整備計画概要

本市 に お い て , 昭和3 0 年代以降, 重化学 コ ン ビ

ナ ー ト を主体 と す る堺
･

泉北臨海 工業地帯 の 造成,

泉北 ニ ュ
ー タ ウ ン を は じめ とす る大規模住宅地 の

整備, さ ら に は全市的 な市街化 の形成な ど, 産業

の発展 と 人 口 の増加が 著 しく な っ た ｡ 農地及 び た

め池 を宅地化 して 生産緑地 ･ 水面緑地 を や た ら と

壊 し, 種々 の 公害 を発生 さ せ 生活環境 が 著 しく損

な わ れ た ｡ 町 づ く り に お い て も機能 の み 追求 し,

人 間的豊か さ や 動植物 の 生 態系 へ の 配慮 を欠 い た

の で は な い だ ろうか ｡

菰池 は, 先人 の歴史的
･ 文化的遺産 で あ り, 市

民 の 重要 な財産 で ある ｡ こ の た め池 の整備計画 に

当た っ て は, た め池本来 の機能 ( か ん が い 用水源

と 治水上 の 機能) を 回 復 さ せ る と共 に, 余剰水面

を埋立 て して 多目的広場
･ 緑地 ･ 遊歩道 を設 け る ｡

さ ら に,

1

水 質 を保全す る た め水質改善施設 を つ く

り, 水際法面に は植栽 を行 な い
, 修景石 も 配置 し

て せ せ ら ぎ水路 を つ く る｡ た め 池 の護岸 は水面 に

近 づ き易 い 構造 と し, 市民 が憩 え る場 と して の 親

水空間 を創造 す る｡

こ の よ う に , た め 池 の機能 を多面的 に活用す る

こ と に よ っ て , 市民 が 環境 を 慈 し む心 を育 む 場 を

提供 し, た め 池 の利用者や 所有者で ある地元自治

会住民 が市 と三 身
一

体 と な り, た め池環境 の 創造

と 管理 を 目指 す も の で あ る｡ ( 図一 1 )

- 2 - 1 整備 の 目標 と基本方針

○ 目標

イ . 利水 ･ 治水機能 の 維持

ロ
. 水質改善 に よ る 自然水環境機能 の 回復

ハ
. 水 辺環境 を整備 して痍水空間 を創造

ニ
. 地域活動 に役立 つ 多目的広場 と郡市災害防 止

の 空間 を創造
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図- 2 菰他 の 完成 予想 図

○ 基本方針

イ . 用水量 の 確保 と取水施設 の 改善 に よ り利水機

能 を維持

ロ
. 堤体 の 余盛 り 及び 余水吐 の 底下げと 巾 の縮少

に よ る 治水機能の 拡大

ハ
. 水質改善施設 の 設置

ニ
.

ヘ ド ロ の 固化処理

ホ
. 多目的広場 の 造成

へ
. 堤防周 り の 修景用地創設

ト. 緑地 と遊歩道 の 設置

2 - 2 全体計画

(表- 1 ) ( 図- 3 ) 参照

2 - 3 水質改善対策

本市 の 水質汚濁 の 発生源 は, 産業系排水 と生活

系排水 に 大別 さ れ, 前者 に よ る 汚濁負荷 は規制 の

強化等 に伴 な い 減少傾向 に あり, 後者 に よ る汚濁

負荷 は人 口 の 増加 と 共 に増大 して い る｡

(1)産業系排水

昭和30 年代後半 か ら4 0 年代 に か けて 本市臨海部

に 電力, 鉄鋼, 石油化学 を 中心 と す る コ ン ビナ ー

トが 誘置 さ れ た
｡

こ れ ら の工 場 か ら の 排水 は処 理

施設 に よ り浄化 さ れ, 直接大阪湾 に 排出さ れ て い

る
｡

内陸部で は
, 本市 の 地場産業 で ある 繊維 工業 や

化学 工 業, 機械金属製品製造業, 食品業等 の比較

的小規模 な工 場 が 点在 し
,

河川, た め 池, 水路等

公共水域 に汚濁負荷 を与 えて い る
｡

こ れ ら産業 に

よ る 公 共水域 の 汚濁化 は, 規制 の 強化 に よ る処 理

施設 の 向上 と高度経済成長 か ら安定成長期 へ 移行

す る に 伴 っ て減少 して き た
｡

(2)生活排水

人 口 の 推移 を み る と, 昭和3 0 年代初 め か ら50 年

頃 に か け て, ほ と ん ど毎年 2 万 人 以 上 増加 し, そ

の 増加率 も 5 % 前後 を示 し た が, 5 0 年代 に 入 っ て

そ の 動向 は沈静化 した｡ そ の 間 人 口 は約50 万 人 の

増加,
D I D ( 人 口集中地区) も 3 倍以 上 に 拡大 し

表- 1 菰 池 改修 の 全体 計画 と事 業概 要

事 業 費

事 業 内容

全 体 計 画

1
,
2 4 0 百 万円 (概算)

堤体 工 1 73 m 余 水 口土 工 及取 水 工
一 式

護岸 工(修 景･

コ ン クリ ー ト矢板) 1 11 9 m 右横護岸工 105 m

護 岸工( 階段ブ ロ ッ ク) 81 3 m
才 盛 土工 6

,
0 0 0 m

8

ヘ ドロ 固 化処 理 工 78
,
5 0 0 m

8 水路 工 138 m

遊 歩 道工 1
,
2 8 0 m 流 人河川 改修 工 1 00 m

植 栽工 1 5
,
0 0 0 m

2 水質 改善施 設 一式

事業年 度
事 業 費

(千 円)
事 業

‾内 容

昭和 60 叛 9 2
,
2 7 1 ヘ ド ロ 固化 処 理工 1 2

,
1 8 0 m

3

, 水路 工 1 38 m

6 1 城 3 3
,
3 3 3 ヘ ドロ 固化 処 理工 8

,
3 4 0 m

8

6 2 0 2 1 8
,
4 0 0 ヘ ド ロ 固化 処理工 2 7

,
0 9 8 m

3

, 取水 工 一 式

63

元

2

0 2 1 7
,
9 0 3

0 1 4 3
,
3 6 4

0 6 6
,
7 1 0

ヘ ドロ 固化 処理工 1 9
,
4 6 7 m

8

,
堤体 工 1 73 m

護 岸工(修 景 ･ コ ン クリート矢板) 5 0 4 m
,
取付 工

,
余水 口 土工

ヘ ドロ 固化 処 理工 7
, 6 2 5 m

8

, 取 付 工一式

護 岸工(修 景･

コ ン クリ ー ト矢板) 6 1 5 m
, 右横 護 岸工 105 m

護 岸工(階段 ･ ブ ロ ッ ク) 別3 m
2

ヘ ド ロ 固化 処 理工 3
,
7 9 0 m

3

,
盛 土 工 6

,
0 0 0 m

a

3 年度 以 ｡ 4 1 5
,
0 1 9 流 入 河川改修 工 100 m

, 植栽工 1 5
,
0 0 0 m

2

降残事業 遊 歩道 工 1
,
2 8 0 m

, 水質改善施 設 一 式

(事業 費 : ※ 印 = 市単 独事業
,

○ 印 = 補 助事業)

一 60 - 水 と土 第 87 号 19 9 1



ブ

図 - 3 菰池環 境整 備事 業 全体 図

た
｡

こ の よ う な急激 な都市化現象 に公共下水道 の 整

備が 伴 わ ず, 下水道未整備区域 で は, 河川や 水路

及び た め池 に 排水 さ れ て い る｡ 本市 の河川 は, 小

流域 の た め 自流が 少 な く , 河川 の 自浄能力 を超 え

る 多量 の汚濁物 を含 ん だ 排水が 流 入 す る た め, 河

川水 の 微生物 で 分解 さ れ な い 有機物 や 微生物 の 死

骸 が
,

流下土 砂 と 共 に 河床 に 汚泥 と な っ て沈降,

堆積 し, 水質汚濁 や 悪臭発生の 原因 と な っ て い る ｡

(3)菰池 の 汚濁

菰池 は市域 中央部 の 美濃川流域内 に あり, 汚濁

の 著 し い 代表的 な た め 池で , 集水域19 5 h a で , 流入

水路 は 5 ケ所 あ る(図- 3 ) ｡ 流 入 汚水量 は平均6
,

0 00 Ⅰぜ/ 日 で, 水質 の富栄養化 に よ り ホ テイ ア オ イ

と ア オ コ が異常繁殖 し, それ ら が枯 死 して 悪臭が

酷 く 公害源 と な っ て い る
｡

こ の 解決 の た め汚濁水

の 実態 を調査 し, 農業土木的方策 と して の水質改

善 シ ス テ ム を検討す る も の で ある｡

(4) 菰池 の 水質調査

イ) 流入流出水路 の 水量水質調査

ロ) 池内 の 水質調査

ハ) 池内堆積 ヘ ド ロ の 性状調査 と 水質 へ の 影

響実験

こ れ ら を基 に (表- 2 ) に より検討 に入 り, 浄

化予測計算 を行 っ た ｡

(5) 浄化予 測計算

図の 菰池現状水質 を シ ュ ミ
ー

レ ー トで き るモ デ ル

を作 り, 浄化予測計算 を行 っ た ｡ ( 図- 4 )

ケ ー

ス 1 : 井水 を混 ぜ , 井水分 の 水量 を バ イ パ ス

さ せ た場合

井水量 : 1
,
5 00 rげ/ 日 井水B O D : 1 γ 2 p p m

混合水量 : 6
,
0 0 0Ⅰぜ/ 日

‾【
混合水質2 0 p p m とす る｡

こ れ に よ り予測 し た の が (図一一5 ) で ある
｡

こ の

予測 に よ る と栽培池出口 で B O D 18 p p m
, 下地出 口

で B O D 1 3 p p m と な る
｡

ケ ー

ス 2 : 流下式接触酸化水路 で B O D の5 0 % を

除去 した 場合｡

栽培地流入 水量 : 6
,
00 0 Ⅰぱ/ 日

栽培地流入 水質 : 1 2 . 5 p p m

こ れ に よ り 予測 した の が (図 - 6 ) で ある ｡ こ の

予測 に よ る と 栽培出口 でp O D 1 2 p p m ｡ 菰池出 口で

B O D lO p p m 前後, 下池出 口 で B O D 7 p p m 前後 と な

ー 6 1 - 水 と 土 第 8 7 号 19 9 1



表 - 2 各 浄化 方式 の ため 池浄 化 へ の 適合 性

評 価 項 目

方 式

B

0

D

除

去

効

果

T

1

N

除

去

効

果

T

Ⅰ

P

除

去

効

果

施
設

管
理
の

容
易

さ

建

設

費

運

転

管

理

費

次

公

≡巨
⊂ コ

基
本
条

件
の

満
足

度

総

合

評

佃

流

入

負

荷

の

低

減

回 転 円 板 法 ○ × ×
△

管理システム
△ (⊃ △ △

接 触 ば っ 気 法 ○ × × ○ △ △ △ △

散 水 ろ 床 法 (⊃ × × ○ △ △ △ △

流 下 式 接 触 酸 化 法 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ (⊃

長 ､ 時 間 ば っ 気 法 ○ × ×
△

汚泥
△ △ △ △

複 合 ラ グ ー

ン ○ ○ ×
△

管哩システム
△ ○ ○ △

超 深 層 ば っ 気 法 ○ × × ○ △ ○ ○ ○

水 生植 物 に よる栄 養塩 の 除去 ㊨ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

良 質 水 導 入 に よ る 希 釈 × × × ◎ × × ○ ×

汚濁負荷の 多い 河川の バ イパ ス ◎ ◎ ◎ × ×

各 方式 の 組 み 合 せ に よる 方法

(接 触酸化 ＋ 水生植 物)
◎

内 の

要低

担 減

ヘ ド ロ の 竣 漠 処 理 処 分 ◎ ◎ ○ △ ◎

ヘ ド ロ の 原 位 置 固 化 △ △ × ○ △

ヘ ド ロ へ の 覆 土 △ △ × ○ △

◎ : 極 め て 良 い
, ○ : 良 い

,

水生 植物栽培池

流入水

6
,
0 0 0 m ソ日

面 積 8
,
8 0 0 m

g

水 深 1 . 2 m

△ : 劣 る
,

× : 適 さ な い

菰 池

面 積 25
,
2 00 Ⅰぜ

水 深 2 . 4 5 m

下 地

面 蹟 12
,
0 00 1げ

水 深 2 . 6 5 m

流入 水の 平均水質

T O - N = 6 .
5 5 (p p m )

N O 3 - N = 0 .
43 (p p In)

N E 4 - N = 3 , 98 (p p m )

有機 態- N = 2 .1 4 (p p m )

図 - 4 計 算 モ デ ル

( p p m)
2 0

1 5

B O D

lO

5

流入 水

､
-

､

･
一

･

､ ･
_ 華聖堂 ノ

･
_ 一

一 - ､

､ 菰池 ′

一

- ■
､

- ● 一
一

一 一 一

下地

′
一

一
一 一

一

4 5 6 7 8 - 9 10 11 12

M O N T E

図- 5 予 測 ケ
ー

ス 1

る
｡

ケ ー ス 3 : 接触材 に レ キ を使用 し た場合

レ キ は空隙率 が3 5 % し か な く 接触材 の能力 と し

て は約2 0 % のB O D 浄化力 で あ る
｡

こ の 方式で は 導

(p p Ⅱl)
2 0

15

B O D

lO

5

浄化水
→

6
,
0 0 0 m ソ日

(転態

一P = 1 .2 5 (p p m )

一P = 0 . 8 2(p p m )

- P = 0 . 4 3( p p m )

ク ロ ロ フ ィ ル a 量 = 0 .
2 3 m g ル

流 入 水

ミ
■

＼ ･
一

･

､
･

- 革望軋 . 一 つニ ニ

､
､

-
一

‾
､

､
､

-
へ

､ 撃旦一 一

′‡池

6 7 8 9 10 1 1 1 2

図 - 6 予 測 ケ
ー

ス 2
M O N T Il

水路出 口 と して は, 20 p p m に な る と推定で き る ｡

そ の た め ケ ー ス 1 と 同
一 の 浄化予測 と な る｡

菰池出 口 で B O D l O p p 皿 以 内 を 守 る た め に は 水

路 で 事前浄化 が 必要で あ る ｡

以 上 を ま と め て みる と (表- 3 ) と な る｡ 比較

- 62 - 水 と 土 第 87 号 1 9 9 1



表 - 3 流下 式接 触 酸化 水路 の 問題 点 と課題

-

の

〕

-

〕

片
付

什

淑
∞

→

血
･

-
∽

面
-

項 目 導 水 路 の み 導水路(井 水＋ バイ パ ス) 導 水 路( レ キ) 導水路( 井水＋ バ イ パ ス ＋ レキ) 導 水 路(接 触材)

B

0

D

値

(喝/ 且)

導 水 路 入 口 ( A 点) 25 2 0 25 2 0 25

栽 培 池 入 口 ( B 点) 2 5 20 . 0 20 16 12 . 5

栽 培 地 出 口 ( C 点) 22 17 17 13 10 . 0 ( S L) 兼 1

菰 他 出 ロ ( D 点) 15 11 11 8 6 . 0 ( S L)

下 地 出 口 ( E 点) 10 6 6 5 4 . 0 ( S L)

美濃川出口水質( バ イパ ス 込) 10 11 6 10 4 . 0 ( S L)

汚

泥

量

導 水 路 部

2 , O t o n - D S S

( 1
,
00 0 r ロ

$
a t 9 9 . 8 % )

1
. 6 t 0 1l - D S S

(8 00 m
き

at 9 9 .8 % )

1
.
1 t o n - D S S 0 .9 t o n - D S S 2 .8 t o n - D S S

(容量約 40 0 m
}

) ( 55 0 m
8

at 99
.
畠% ) ( 45 0 m

さ
a t 99 .8 % ) (1

,
4 00 m

8
at 99 . 8 % )

そ の 他 1
.6 t o n - D S S

( 800 T□
a

at 99 .8 % )

1
.3 t o n - D S S

(6 5 0 m
)

at 99 .8 % )

1 .
1 t o n - D S S

( 55 0 m
3

at 99 .8 % )

汚
泥
処
分

方

(霊
水汚

望;喜諾g′皿
3)

汚 泥 重 量

池を水抜き し, 天 日乾燥後,

除去 ｡ 乾燥後の 汚泥は 外部

へ 搬 出｡

左記と同様 導水路 の 汚泥 を半年
-

1 年 に

1 回栽培 地に 入 れる｡ 後 は左

記と同様｡

左記 と同様 左記 と同様

13 . 1 t o n/ 年 10 .7 t o n/ 年 18 t o n/ 年 6.O t o n/ 年 26 t o n/ 年
法

汚 泥 容 量 柑 . 7 m ゾ年 15 . 2 m ゾ年 25 .7 m ソ年 8 .6 m
】

/ 年 3 7 . 1 m
8/ 年

撃豪
栽培地 ( 8

,
80 0)

(導水路 汚泥含)

菰 池 (2 5
,
20 0)

下 地 (1 2
,
00 0) ト年 ) 0 ･ 3 m m′年

1 .6 t o n/ D S S l . 7 m 血/ 年

0 .4 t o Ⅲ/ D S S O . 2 m m/ 年

0 .7 t o n/ D S S O . 6 m m/ 年
) 2 ･ 2t o n/ D S S O ･ 46 m m′年

2 . 8t o n / D S S 3 . O m m/ 年

0 , 1t o n/ D S S O . 04 m m /年

1 .O t o n/ D S S O , 8 巾 m/ 年

課 題

1 . 乾燥 汚泥 の処分 先 1 . 同左 1 . 同左 1 イ同左管 ･

人工 瀬 1 . 同左

2 . 接触材 で の 閉そくは 無 2
. 同左 2 .

レ キの ため 空隙率が 小さ 2 . 同左 2 . 曝気衰置を入 れ , 容 易に

3 . 電気代無 3 . 井水 用電気代 く閉そく しやす い
｡ 曝気を 3 . 同左 汚泥を除去で きる｡

4 . 建設物 は水路 の み 4 . 建 設物 は
,

水路 ･ 井 戸 ･ して も汚泥は 落ち にく い
｡ 4 . 建 設物 は水路 ･ 井戸 ･ バ 3

. 同左

バ イ パ ス 管 ( 2 - 3 年 に 1 回全量入 替)

3 . 水路の 曝気用電気代 ( 河

川 の 溶 存酸 素が低 い ため ,

曝気用 ブ ロ アーが 必要｡)

4 . 建設物 は 水路 と人工 瀬

イ パ ス 管
･

人工 瀬 4 . 建 設物は 水路 ･ 人工 瀬

※ 1 一般 河川 並の 脱酸素係数, 沈澱 吸 着に よ る減少係数 が確保 された場合 の 推定値｡

( S L) : シ ミ ュ レ ーシ ョ ン 値(平均) を示す｡



検討 す る と改善計画 は, ケ ー

ス 2 の 方式 を用 い る ｡

(6) 水質改善計画 の ま と め

調査結果 は次 の と お り で あ る｡

イ) 流入 ･ 流出水路 の 調査結果

(D B O D

B O D の 濃度 は流入 す る 5 ケ所 の 水路共, 各月

で 変動 し て い る が
,

1 日 を通 し て み る と朝夕 が

昼 間 を上 廻 っ て お り, 家庭雑排水 に よ る汚濁 が

強 い と 考 え ら れ る
｡

な お, 流出水路 は1 5 p p m 前

後 の 濃度 で 一

定 し て い る
｡

② C O D

各水路共, 日 間変動 は大 き い が, 平均 で み る

と月変動 は や や 少 な く, 最 も濃度 の 高 い 水路 で

年間平均3 7 p p m と な っ て い る
｡

流出水路 は 略

20 ′
､ 2 5 p p m で あ っ た

｡

③栄養塩類

N の う ち各水路共,- N O 3 - N が 少 な く N Ii 4 -

N が 大半 を 占め て お りN H
｡ - N の 大部分 が 溶解

性 の も の で あ るょ こ れ は流域内に ア ン モ ニ ア を

放流す るエ 場 も なし
_

ゝこ と か ら
,

尿尿及 び肥料 に

よ る も の と推定 さ れ る
｡

N の流 入 濃度 は水路毎

に 異 な る が 3 ～ 1 5 p p m で , 日間変動 は B O D
,

C O D と比 べ て 少 なく
, 最大 で も10 p p m の 巾で あ

っ た ｡ 池 か らの 流出水質 は月毎 に 異な り 8 ～ 4

p p m の範囲と な っ て い る
｡

P に つ い て は, T - P

の う ちP O ｡ - P が 大部分 を 占め て い る｡ 溶存体

の 有機態 リ ン が 大部分 を占 め て い るの は , 尿尿

及 び肥料 に よ る も の と 考 え ら れ る ｡ 流入 濃度 は

4 ～ 6 p p m の 値 で あ る ｡

④S S

S S 濃度 は60 ～ 7 0 p p m ヒ な る水路 も み ら れ るが ,

略2 0 ～ 30 p p m で あ る
｡ 流出水も2 0 p p m 程度 で あ る｡

⑤水量 調査

日平均流 入 量 は6
,
7 64 Ⅰぜ程度 で ある

｡ 時間変動 は

朝 9 時頃 が各水路共多 か っ た｡

ロ) 底質か ら の 溶出試験結果

ヘ ドロ は腐蝕土 が 混入 して窒素や リ ン の 含有量

も 高 く, 嫌気状態 で は多量 の栄養塩類 を溶出 し て

水質悪化 に つ なが っ て い る｡ ( 表一 4 ～ 5 ) 参照

ハ) 池 の汚濁状況

菰池 は非常 に 汚濁 が 進 ん で お り, 湖沼 の N
,
P に

係 る環境基準で も類型 の Ⅴ類型 を は る か に 上 廻 っ

て お り, 特 に 他 の 湖沼 に 比較 してP 分 を多く含 ん

で い る
｡ ( 表 - 6 ～ 7 )

こ う し た状態 の 中で 水質改善計画 を ま と め る と

イ) 流入 水路 の 5 ケ所 を
一

つ に ま と め て, 接触酸

化水路 を通過 させ て B O D の 除去 を 図る ｡ 除去率 は

50 % を目標 と して い る｡

ロ) 池内の 窒素 や リ ン の 除去 は, ホ テイ ア オ イ や

パ ピル ス 等 の除去能力 の大 き い 水生植物 を管理 裁

培 (栽培面積8
,
80 0 Ⅰぜ) に よ り行 なう｡ 秋期 ホ テイ

ア オ イ の 回 収後 は, 耐寒性 の あ る水生植物 を用 い

て 補う
｡

ハ) 底質 か ら栄養塩 の 溶出を 防 ぐ た め, 全体 の ヘ

ド ロ を固化処 理 して 汝漢 す る｡

ニ) 水質 の 改善目標 に つ い て

栽培地 出 口 の 水質 B O D を い く ら に す る か が ポ

イ ン ト に な る
｡ 数値 を小 さ く す れ ば良 い の は 当然

で あ るが , 施設 の 建設費 と ラ ン ニ ン グ コ ス ト を考

表- 4 好 気 性 溶 出 試 験 結 果

場 所

項 目
1 日 目 3 日 目 5 日 目 7 日 目 1 0 日 目 2 0 日 目 3 0 日 目

p Il 測定値 6 .8( 24
8

c ) 6 .7(2 4
□

c ) 6 .$(2 4℃) 6 . 9( 24
0

c ) 6. 9 (2 4℃) 7. 0(24
8

c ) 7 .
4 (2 4℃)

D O 測定値 昭/ 且 6 .8 2 6 .9 0 6 . 9 5 6 . 95 6 . 96 6. 9() 6 . 9 4

C O D

濃度 喝/ 且 1 , 6 3 . 0 2
.
6 3 . 0 2

.
5 . 2

.
3 2 . 4

i容出量( 喝/ m 2) 9 61 1 7 9 0 15 5 7 1786 1 50 3 1 3 9 2 i3 49

N I14- N

濃度 喝/且 0 .09 0. 0 4 0. 0 2 0. 0 2 0 . 06 0 .0 1 0.
0 1

i客出量( 喝/ m
2) 5 4 , 1 2 4 . 5 1 2 . 8 12 .8 3 5

.
4 7 .6 7 . 6

T- N
濃度 喝/ 且 0

.
13 0 .2 3 0

.
9ユ 1 , 00 1 . 2 4 1

.
35 1 . 52

溶出量( 喝/ が) 78 .1 137 ､ 3 5 4 3 . 3 58 5 . 4 72I ･ 1 782
.
3 1 004

P O 4
-

P

濃度 喝/ 且 0 . 022 0 ､038 0. 0 8 1 0. 12 3 0 . 1 5 4 0 .19 2 0.
234

溶出量( 喝/ ぜ ) 1 3 . 22 22
.

･ 69 4 7
.
76 71 . 87 g 9 . 4 () 1ユ0. 5 王3 3.β

T- P
濃度 喝/且 0 .02 6 0 ､ 050 0

.
102 0 . 12 8 0 . 2 05 0

.
221 0 . 2 8 2

溶出量( 喝/ 血) 15 .62 29
､ 82 6 0 .14 75 . 07 118 . 6 127

.
5 160 . 9

一 6 4 - 水 と土 第 8 7 号 19 9 1



表- 5 嫌 気 性 溶 出 試 験 結 果

場 所

項 目
1 日 目 3 日 目 5 日 目 7 日 目 1 0 日 目 20 日 目 30 日 目

p
E 測 定値 7 .1 (2 5

0

c ) 6 .9(2 5 ℃) 6. 8 (25
'

c ) 6. 8(2 5℃) 7. 0 (25
凸

c ) 6. 8 (2 4℃) 7 , 0(2 4
0

c )

D O 測 定値 喝/ 且 2 .0 2 1
.
23 0

.
8 5 0

.
8 6 0

.
65 0

.
6 2 0 . 6 0

C O D

濃度 喝/ 且 4
.
6 4

.
9 5

.
0 4 . 9 5

.
7 6

.
4 6

.
3

溶 出量 佃 g/ m り 276 0 29 4 0 2 9 9 9 2 94 2 3 3 9 4 3 7 8 4 3729

N Ii 4
-

N

濃度 喝/ 且 0. 14 0. 2 4 0 .37 0 . 3 5 0 . 4 6 0 .4 6 0. 51

溶出量( 喝/ 血 ) 8 4. 1 1 4 3. 3 2 1 9 .1 20 7 . 6 269 . 8 269 . 8 2 9 7
.
2

T- N

濃度 喝/ 且 0 .08 0
.

1 7 0 .4 0 0 . 63 0 . 9 1 1 . 13 1
.
34

溶出量( 喝/ ぜ ) 4 8. 1 1 0 1 .3 23 5 . 4 38 4 . 7 525 . 8 64 8. 2 7 63 . 2

P O 4- P

濃度 咽/ 且 0. 0 2 6 0 .043 0 . 094 0
.
105 0

.
232 0

.
2 94 0 . 3 31

溶 出量( 咽/ m り 1 5
.
62 25 .68 5 5

.
4 2 61

.
73 1 3 3

.
5 1 6 8

.
0 1 88 . 3

T -

P

濃度 喝/且 0 . 035 0. 0 51 0 . 1 03 0 . 1 1 2 0 . 2 4 3 0. 306 0. 35 1

溶出量( 喝/ m り 21. 0 2 3 0 . 4 9 60
.
81 65

.
9 8 14 0

.
0 1 7 5 . 1 1 9 9 . 8

表- 8 湖 沼 の N 及 び P に係 る環 境基 準

忘深 Ⅰ ⅠⅠ ⅠⅠⅠ Ⅳ Ⅴ

利 自然環境 保 水道1
,
2

,
3

, 水道 3 級 水産 2 級及 農 業用 水 ,

用 全 及びⅠⅠ以 級 (特殊 な ( 特殊 なも ぴ Ⅴ の 欄に 水産 3 種
,

日 下 の 欄に 掲 もの を革余く) の) 及 び Ⅳ 掲 げ るもの 工 業用 水及
的
の

適
応
性

げる もの 水産 1 種 ,

水浴及 び ⅠⅠⅠ

以下 の 欄に

掲 げ るもの

以下の 欄 に

掲 げ るもの

び環境 保全

基

準

値

T

Ⅰ

N

咽 /且

0
.

1 以‾F
0
.

2 以下 0 . 4 以下 0 . 6 以下 1 以 下

T

Ⅰ

P

喝 /且

0 .0 0 5 以下
0 . 0 1以 下 0 .0 3 以下 0

.
0 5 以下 0

.
1 以下

湖 歪
沼 琶

洞爵湖

本栖湖

中禅寺 湖

阿寒湖

霞ケ 浦
湖山池

西の 瑚

(

ミ
ぎ
ー

)

Z

-

ト

●

B
C
●

諏 訪淘 ● C 印幡沼
†西の 湖

A

B
●

阿寒湖

B C
●

湖山

霞ケ 浦

● 瀾

l
科 アユカ 多 い

洞谷潮4
･ C A

● ●

本栖湖 A
一

サケ

禅 B : ワカサギが 多い

嘉一C ‥ コ イ ･ フナが多い

菰池

0
.

0 0 5 0 .01 0
.

0 5 0
.

1 0 .5 1.O

T - P ( 喝/ 且)

表一丁 代 表 的 な湖沼 の 富栄 養化 の 原 因と なる

N
, P の 水 質汚濁状 況

流

人

口

導

水

路

流 下 式

接 触酸化 水路

慮 しな け れ ばな ら な い
｡

そ の た め低 コ ス トで 行 な え る水質改善法 に つ い

て, 物 理 的 ･ 生物的面面 の シ ス テ ム を検討 し, ま

ず,
フ ナ や ド ジ ョ ウ等 の 魚類 や 他の 水中生物 が 棲

息で き る水質 に 改善 し, 池 に 自浄能力 を 回復 さ せ

る こ と を
一

次的 な目標 と す る
｡

ホ) 水質改善施設

流入 口 で水路 5 ケ所 か ら流入 す る汚水 を 1 ケ 所

に 集 め, 導水路 を通 して 流下式酸化水路 へ 送 る
｡

こ こ で 生物膜法 に よ り 汚濁負荷 の 低減 を す る
｡

B O D の 除去率50 % を目標 と す る
｡ 次 に こ の 水 を水

生植物栽培地 に 送 り, こ こで 栽培 して い る ホ テ イ

ア オ イ や パ ピ ル ス 等 の 水生植物 を利用 して, 窒素

や リ ン を 除去す る と共 に良質水 を注水 して希釈 し

て 菰池 に 水 を送 る｡
こ の バ イ オ マ ス 技術 の シ ス テ

ム は, 単 に 水質改善 を行 なう目的だ け で な く, 自

然環境 の 保全 を含 め た 水辺 環境 の 改善 を行 な い
,

親水空間 を創造す る｡ ( 図一 7 )

流入 水量 : 6
,
0 0 0 Ⅰぜ/ 日

流入 水質 : B O D 平均25 p p m

S S 平均25 p p m

D O 平均3 . 5 p p m

水 生 植 物

栽 培 地

図一丁 施 設 の フ ロ
ー

ー 6 5 -

池

下

地

放流
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性 能条件 : 流入 B O D 25 p p m を 約50 % カ ッ ト し

B O D 1 2 . 5 p p m 程 度 を 目標 ｡

○ 流 入 口 : 荒目 の ス ク リ
ー

ン , 沈砂池 を設 け,

ごみ や 土 砂 の 流入 を防 ぐ｡

○ 導水路 : 目巾の 小 さ い ス ク リ ー ン を設 け, 接

触 ろ材 の 閉塞 と 浄化能力の 低下 を防

ぐ｡

○ 接触酸化水路 : ラ ン ニ ン グ コ ス ト低減 の た め

流下式 と し, 有機物 を 除去す る
｡

〔内容〕 総延長16 2 m ( 酸化水路 4 ケ所1 30 m
,

沈 で ん 池 4 ケ所1 2 m , 人工 瀬 4 ケ所2 0 m ) , 水

路断面B 4 . 5 m X H 2 . 1 5 m

接触材 は, 目詰 ま りが 少な く か つ 比重が0 .
9 4

と水 よ り軽 く施 工 性 の よ い も の を設定す る ｡

○ 散気管 の設置 : 水中の溶存酸素 を 回復す る た

め の も の と, 溶触材 に つ い た汚泥 の 剥離 の た

め の も の と 二 種類 を使用｡

○ 栽培地 : 面積8
,
80 0 Ⅰぜ, 水深1 .2 m と す る｡

ホ テ イ ア オ イ,
パ ピ ル ス 等浄化能力 の ある 水

生植物 を栽培 し, 池底面 に は下層部 の 水 を 獲

拝 し水質 を 均 一

に 保 ち 浄化 を行 な う た め の 散

気装置 を設 け る｡

2 - 4 水辺環境 の 整備

本市 に お け る 主 な水 辺 に は
, 海岸 , 河川, た め

池, 古墳 の 堀 , 公園内の 池等が ある
｡

海岸線 は
, 港湾施設 や 工 業地帯 と し て全 て 埋 立

て られ ,
コ ン ク リ

ー

ト岸壁 や 防潮堤 が 築 か れ て 人

工 海浜 と な っ て い る｡ ま た , 海川や た め池 の 水際

は, 洪水対策 の た め に ブ ロ ッ ク積護岸 で整備 さ れ

て お り, 親 しめ る水辺 は非常 に 少 な い 状況 と な っ

て い る｡

水辺 は
,
都市 の 中の 貴重 な オ ー プ ン ス ペ ー ス で

自然 と触 れ 合う場 で あ っ て, 潤 い の ある 町づ く り

に は な くて は な ら な い 環境素材 と な っ て お り, 良

好 な水 辺 環境 が 失 な わ れ た現在 , 市民 か ら そ の 回

復 に つ い て 強 く要望さ れ て い る ｡

本市 に お い て は, た め池 や 古墳 の堀等数多 く点

在 し, 水面 に 恵 ま れ て い る｡
こ の 貴重 な 資源 を緑

と水 の 核 と し て, そ の 間 を街路樹や 緑道 で 結 ぶ な

どネ ッ ト ワ ー ク づ く り を して 町 の 中に有機的 に活

か した い
｡

そ の た め に は市民 の 美化 モ ラ ル の 向上 心が 求 め

ら れ る ｡ 池 に ゴ ミ を投棄 す る こ と は
, 市民 の 公徳

心 の低 さ で あ る が, そ ん な モ ラ ル を生 ん だ 要因も

ある ｡ た め池 そ の も の が汚 れ て お り, 住宅等建築

物 が た め池 に 背 を向 け て裏 で才妾 して い る地 理 的条

件 に な っ て い る箇所が 多く あ る｡ こ の こ と が, た

め池 に 雑排水 を直接 た れ流 し
,

さ ら に ゴ ミ も不法

投棄 して, よ り以 上 に汚 く す る原因が あ る｡

こ の 接点 に , 緑地や 遊歩道 を琴け 美化 を計 り,

環境 の 保全 を して, 市民 に た め池愛護 の 精神 を起

させ て, 本市 の第 3 次総合基本計画 に う た わ れ て

い る
, 人 と水

･

緑 が 調和す る快適環境都市 を形成

す る た め の モ デ ル と して, 菰池 の 水辺 を整備 して

親水空間 を創造 す る も の で あ る
｡

整備 に 当 っ て は, 池 の ヘ ド ロ を 固化処理 を して

修景 に 利用 す る 形 で改良土 を 埋 め立 て , 水辺 に つ

い て は人が 近 づ き水 と親 し め る よ う護岸 を 階段構

造 に す る｡ ま た , 生態系 の 回復 を 図 る た め部分的

に 土 で 緩 い 傾斜 の 堤防 を つ く り , 浅瀬 を設 け水生

植物 を生 か し, 植生 に よ る浄化機能の 促進 も 図 り

微生物や 魚な ど の水生生物が 生息で き る よ う に 配■

慮す る｡

景観面 と して , 堤防 に緑化 を行 な い 遊歩道 を設

置 し て市民の 憩 い の 場 を創設 す る ｡

コ ミ ュ ニ テ ィ 活動面 と して, 多目的広場 を創設

して 地域 に 根 ざ した 自治会活動や 文化 ･ ス ポ ー

ツ

レ ク レ ー

シ ョ ン な どの 活動 の 場 を提供 す る 等, 多

面的 な活用が で き る 良好 な水 辺 環境 を形成す る｡

( 図- 8 ～ 9 )

3
. 植 生浄化

自然環境保護 の 観点 よ り 自然植生 を 活か し, た

め池 の 自然生態系の 回復 を図 り, そ の 機能 を活用

し て 水質 の 改善 を促進す る も の で ある ｡ 現在, 菰

池 で ホ テ イ ア オ イ と パ ピ ル ス の 水生植物 を使 っ て,

一 66 一

園 - 8 水辺環 境 整備イ メ ー

ジ例 1
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図- 9 水辺 環境 整備 イ メ ー

ジ例 2

植生浄化 の 実験 を行 っ て い る｡

3 - 1 植生浄化の機構

植生浄化 の 原理 と機能 を要約 す る と

(丑 植物 と し て の 窒素, リ ン の 吸収機能

② 植物体 の 接触材 と し て の機能

③ 土 壌 に よ る吸着 と土 壌微生物 に よ る 分解 の

機能

④ 付着微生物等 の 生息場所 と し て の 機能

以 上 の 4 機能が 総合的 に 作用 して 効果 が発揮で き

る も の と 考 え ら れ る
｡

3 - 2 パ ピル ス の 浄化実験 と再利用

古代 エ ジ プ ト で紙 と し て使 わ れ た水生植物,
パ

ピ ル ス 辛が 水質汚濁 の 原因と な る窒素 や リ ン を大

量 に 吸収 す る性質 が あ る こ と に , 大阪府農林技術

セ ン タ ー が 目 を つ け菰池 に て 水質浄化 の 栽培実験

を始 め た ｡ セ ン タ ー

の 温度 に あ っ た 高さ5 0 ～ 6 0 c m

程度 の1 2 本 を栽培 した と こ ろ
,

3 ケ 月で 高 さ 2 m
,

交

換 40

性

3 0

g

2 0

/
0

カ

リ

喝

1 0

1 0

0

一 ■ ホ テイ アオイ 10 t

- ● -
〟 ＋ レ ン ゲ

ー ･･ ･･ ･･ ･･ 対 照

＋ レ ン ケ
′

′

き
込
み

レ

ン

ゲ

す
き

込
み

レ

ン

ゲ

は

種

小

テ

ィ
ア
オ

イ

ヽ
.

5 倍 の60 本 に繁殖 し た
｡ 刈 り取 っ て 窒素, リ ン の

吸収量 を調 べ る と, 窒素 が 表面積 1 Ⅰぜ 当り1 9 ･ 1 g

ホ テ イ ア オ イ の1 . 2 倍, リ ン も ホ テ イ アオ イ と ほぼ

同程度 の4 . 4 g で あ っ た｡ 周辺 の 水も きれ い に な っ

て い た｡

実験 に 利用済 の パ ピ ル ス 草 の枯 れ た茎 をカ セ イ

ソ ー ダで 煮沸 し て
, 繊維分 を取 り出 し, さ ら し粉

で 漂白 し, 薄く た た い たあ と乾燥さ せ る と バ ケ ツ

ー

杯 (2 50 g) 分 の パ ピ ル ス 草 か ら和紙1 0 g が で き

た
｡ 紙 は破れ や す い た め包装 や 筆記用 の紙 に は 向

か な い が , 美 し い 天然調 の 幾何学模様 が あ り民芸

品や 障子 , 電灯 の カ サ に 利用 で き そう で あ る｡ ( 大

阪府農林技術 セ ン タ
ー

, 形山研究員 の報告書)

3 - 3 ホ テイ ア オ イ の再利用

浄化実験 に 利用済 の ホ テ イ ア オ イ を回収 して,

堺市 の 長峰 ほ場整備地区で, 未熟土壌 の ほ場 に 生

の ま ま す き 込 む 試験 を行 っ た ｡

( 大阪府農林技術 セ ン タ ー

, 泉北地区農業改良普

及所, 大 正池 土 地改良区の 協力 を得 ま し た
｡)

分析 の結果, ホ テイ ア オ イ に は青粘土 に 不足 し

て い る 窒素 や カ リ が 豊富 に 含 ま れ て い る ( 表 -

8 ) ｡ ホ テ イ ア オ イ す き込 み後, 土壌中 の 交換性 カ

リ 含量 は直 ち に 上 昇 し, す き込 み の 効果 は 一

年後

も 持続 した( 図- 1 0) ｡
ま た

,
窒素も ホ テイ ア オ イ

表- 8 ホ テイ ア オイ の 成分(乾 物換 算)

( % ) ( % ) ( p p m )
年 度

水分 窒 素 り ん酸 カ リ 三等ム ;筈三
,

89 9 3 . 8 3 . 3 6 0 . 7 3 5 . 8 5 1 . 1 2 0 . 3 4

,

9 0 9 3 . 9 3 . 1 1 0 . 58 ･5 . 8 9 1 . 2 1 0 .
2 3

22/

∧
ノ

人
.
′

n 22/
_

一 ●

,

8 9
,

9 0

'

9 1

10 /1 7 1 1/2 1 12 /1 3 1 /2 2 2 /2 1 3 /16 4 /2 0 5 /2 2 6 /2 6 7 /2 3 9 /5 1 0/3 1 0/2 6 1 /2 3 3 /1 4

図 一10 土 壌 中交換性 かノ含量 の 経 時 変化
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周 一11 硝 酸 態 窒 素 の 経 時 変 化

す き込 み後 ,
1 ケ月後 に は ピ ー ク に 達 し, 1 0t/1 0 a

区で は最大 4 mg/1 00 g と な っ た ( 図- 11) ｡
土壌中

可給態 リ ン酸含量 も す き 込み 区で は, や や 多 い 傾

向が 認 め ら れ た ｡
こ の よ う に , ホ テ イ アオ イ は家

庭及 び 農地 か ら 流出 した 養分 を循環再利用 で き る

と 同時 に, 有機物が 少 な い ほ場整備地区の 土 づ く

り資材 と し て, あ る い は比較的肥効 が 早く現 れ る

た め 窒素 や カ リ の 供給源 と し て, 有機農業 へ の 利

用 が 可能 と考 え られ ま す ｡ ( 大阪府農林技術 セ ン タ

ー

, 辰 巳主任研究員 の 報告書)

4
.

お わ り に

本市 の よう に, 都市近郊 の 農地 と た め 池 は土地

利用 の 高度化 の た め に 壊廃 さ れ て き た
｡

こ の た め, 自然緑地 や水 辺 空間 が減少 し
, 池 と

農業水路 の 水質汚濁が 著 しく, 自然環境面や 社会

環境面 か ら も さ ま ざ ま な問題 が 発生 し, 公害源 と

し て の 市民か ら の 苦情 が 年 々 深刻 さ を増 し て き た ｡

こ う した状況 の 中で, か つ て の 農村社会 に お い て

地域 と共 に生活 と文化 を支 え て き た た め池 は, 市

民 の 重 要 な財産 で ある ｡

しか し
,

現実 に は管 理 不備, ゴ ミ投棄, 生活雑

排水等 で汚 さ れ , 価値 を低下 して き た こ と か ら,

た め池機能 を都市 の 水環境 の 側面 か ら見直 し, 現

代的 に価値 を捉 え直 し, 地域 の再生や 創造 に た め

池 を活か す こ と が , 今 ほ ど求 め ら れ て い る 時 は な

い と 考 え ら れ る ｡ た め池 を農業利水, 地域治水,

親水性 , 生態系 の 回 復, 市民 の ふ れ あ い の場等 の

総合的 な活用 を市民 か ら行政側 に 問わ れ て い る ｡

しか し, た め池 の 所有者 や 水利権 に は
, 複雑 な 地

域的利害が 関 わ る こ と か ら, こ れ ら所有者, 水利

権者, 周辺 住民 の ニ
ー ズ を整合 さ せ, 地元 自治会

の 住民参加型 の 活用 を計 る の が , 今後 の た め池整

備 の あ り方で ある と 考 え ら れ る
｡ 菰池 の 整備 は,

そ の モ デ ル と して進 め て行く も の で, 都市近郊 に

あ る他近域 の た め池整備 の 参考 と な れ ば幸 い で あ

る ｡
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【ニ ュ
ー

ス】

技術 士 制 度 が 一

部 改 正 さ れ る

1 . 技 術 士 ･ 農業部門 に選択科 目 ｢農村 環 境+ を

新設 し, 平成 4 年度試験 か ら施 行

技術 士 制度 に 関す る 重要事項 を審議 す る技術 士

審議会 は1 1 月2 5 日 に 会議 を開 き, 技術 士 制度 を
一

部改 正 し て
, 農業部門 の 選択科目と して ｢ 農村環

境+ を新設 す る こ と な ど を決定 し, 科学技術庁長

官に 報告 した ｡
こ の 後, 科学技術庁内部 の 事務手

続 き を経 て1 2 月1 1 日官報告示 さ れ, 平成 4 年度 の

技術 士 試験 か ら施行 さ れ る こ と と な っ た｡

農林水産省 に お い て は平成 3 年度 に , 農業基盤

整備事業 を農業農村整備事業 と残称変更 す る と と

も に 農村環境整備 に 関す る新規事業制度 を創設 し,

国民 に 開か れ た農村 を築 く こ と を明確 に した ｡ ま

た
,
( 社) 農村環境整備 セ ン タ ー を設立 し, 農村 の

環境整備 に 関す る調査, 試験, 研究, 新技術 の 開

発, 技術者 の 育成等 を積極的 に 展開 しよ う と して

い る
｡

こ の よ う な と き に ｢ 農村環境+ 技術 士 が 制度化

さ れ る こ と は時宜 を得 た も の で あり, 農村環境 に

携 わ る 多 く の技術者が こ れ を受験 し
, 技術 士 と な

っ て 快適 で潤 い の あ る農村 づ く り に 貢献 す る こ と

が望 まれ る｡

2 . ｢ 農村 環 境+ 新設の 背景

近年 の 農村 に お け る混住化 の 進展等, 農業及 び

農村 の 大 き な 変動 に 加 え, 環境問題 へ の 国民 の 関

心の 高 ま り に よ り, 国土の 大半 を 占 め る農村 の 環

境保全や 適切 な整備 が
, 農村 の 住民 の み な らず国

民全体 に と っ ても重要 な課題 と な っ て き て い る｡

こ の よ う な 中で 環境 と密接 な相 互 関係 に あ る農

業農村 の 果た す 役割 は ます ま す 大 き く な っ て き て

お り, 自然環境及び農業生産環境 の保全, 快適 な

環境 の 創出, 地域資源 の多面的磯能 の 活用等 に 関

わ る農村環境技術 が 必要 と な っ て い る
｡

ま た, 農村環境 は自然環境, 農業生産
,

人間生

活等 か ら有機的に 形成 さ れ て お り, こ れ に 係 わ る

農村環境技術 は 自然生態学, 土 地利用学, 農村計

画学, 生産環境 工 学等 の 広範 な分 野 に も ま た が る

総合的 な技術 で あ り
,

現実 に , 農村 の 整備 を 進 め

て い く 中で ,
こ れ ら広範 な 分野 に 係 る 技術 を総合

して, 農村環境 の 保全, 整備及び利用 に係 る 農村

環境技術 が 従来 の 専門領域 を嘩え た 技術領域 と し

て形成 さ れ て き て い る ｡ ま た, 大学等 の教育体系

に お い て も, 農村環境 に係 る科学技術体系の 確立

が 図 られ る と と も に , 技術 士 の 活動す る場面 に お

い て も
,

農村環境 に 係 わ る技術 が 独立 した体系 と

して 確立 さ れ て き て い る｡

さ ら に , 農村環境 に 対す る 関心 の 高 り の 中で ,

コ ン サ ル タ ン ト に お い て は
,

農村環境関連業務 が

増加傾向 に あ り, 環境関係業務 に 係る人材 の 育成 ,

組織体制 の 整備 に 努 め て い る状況 と な っ て い る｡

こ れ に 伴 い
, 技術 士 試験 に お い て も

, 農業部門の

中 に 農村環境 に 関す る選択科目 を新設 す る こ と に

対す る 要望が 強くな っ て い る ｡

3
. ｢ 農村環境+ の 対象 と する技術

｢農村環境+ の 内容 は次表の と お り で , 対象 と す

る技術 は農村 の 整備 に 伴 い 必要 と な る 次 の技術 を

対象と し て い る ｡

① 農村 に お け る生産, 生活活動 を踏 ま え つ つ 自

然環境及 び 農業生産環境 の保全 を は か る技術並

び に 農村居住者及び来訪者 に と っ て の快適 な 環

境 を創出す る た め の 技術

② 農村 に お け る土 地, 水, 生物 , 各種施設等 の

地域資源の 有す る 多面的 な機能 を活用 し, 環境

と の 調和 を図 る た め の 技術及び生産
･ 生活括動

で 排出さ れ る廃棄物 の 還 元 等再生利用す る た め

の技術

③ 農村環境 の保全, 整備及び利用 に伴う環境変

化 に 関す る調査, 予測及び予測結果 の評価技術

選 択 科 目 選 択 科 目 の 内 容

農 村 環 境 農村 に お け る自然環境 , 農業

生産環境及び生活環境 の 保全

及び創出
,

地域資源 の 多面的

利用, 廃棄物 の 再生利用 並 び

に 環境予測評価 に 関す る事項
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投 稿 規 定

1 原稿 に は 次 の 事項を記し た ｢ 投稿票+ を添 えで下記 に 送付す る こ と

東京都港区新橋 5 - 34 - 3 農業土 木会館内, 農業 土 木技術 研 究会

2
｢
投稿票+

(訂 表 題

② 本文政数
,

図 枚数
,

表 枚 数
,

写真枚数

③ 氏 名, 勤務先, 職 名

④ 連絡先 ( T E L )

⑤ 別刷希望数

⑥ 内容 紹 介 (2 0 0 字以内)

3 1 回 の 原稿 の 長 さ は 原 則 と し て図 , 写真, 表を含め 研 究会原稿用 紙( 24 2 字) 60 枚 ま で と す る
｡

4 原稿 は な る べ く当会規定 の 原 稿規定 用 紙 を用 い( 請求 次 第送付)
,

漢字は 当用 漢字, 嘩名 づ か い は

現代仮名 づ か い を使 用 , 術語 は 学会編 , 農業 土 木標 準用 語事典 に 準 じら れ た い
｡ 数字 は ア ラ ビ ア 数

字 ( 3 単位 ご と に , を入 れ る) を使用 の こ と

5 写真
, 図表 は ヨ コ 7 c】¶× タ テ 5 c In 大 を 2 42 字分 と し て計算 し, そ れ ぞ れ 本文 中の そ う入 個 所を欄

外 に指定 し
,

写真
,

図
,

表 は別 に 添付する
｡ ( 原 稿中 に 入 れ な い)

6 原 図の 大き さ は特に制限 は な い が
,

B 4 判ぐら い ま でが 好 ま し い
｡ 原図は ト レ

ー

サ
ー が 判断に 迷

わ な い よう
,

は っ きり して い て
,

ま ぎら わ し い と こ ろは 注記をさ れ た い
｡

7 文 字 は 明 確に 書 き, 特に 数式や 記号 な ど の う ち
, 大文 字 と小 文 字,

ロ
ー

マ 字 と ギ リ シ ャ 文 字, 下

ツ キ
,

上 ツ キ
,

な どで 区別 の ま ぎ ら わ し い も の は 鉛 筆で 注 記 し て お く こ と
,

た と え ば

C , E , 0 ,
P

, S , U ,
Ⅴ

,
W

,
Ⅹ

,

0 ( オ ー

) と 0 ( ゼ ロ)

γ( ア ー ル) と γ( ガ ン マ ー

)

w ( ダ ブ リ ュ
ー

) 七 山( オ メ ガ)

1( イ チ) と ‖ エ ル)

E ( イ
ー

) と 亡( イ ブ ン 古 ン)

な ど

Z の 大文 字 と 小 文 字

α( ェ
ー ) と α( ア ル フ ァ)

ゐ( ケ イ) と g( カ ッ
パ)

‾∬( エ
ッ ク ス) と ズ( カ イ)

g( ジ
ー

) と9( キ ュ
ー

)

.
む( ブ イ) と u( ウ プ シ ロ ン)

8 分数式 は 2 行な い し 3 行に と り 余裕をもた せ て 書く こ と

数字 は -

マ ス に 二 つ ま で とす る こ と

9 数表‾と そ れ をグ ラ フ に した もの と の 併載は さ け
,･ ど ち らか にす る こ と

1 0 本文 中 に 引用 し た女献 は 原 典をそ の ま ま 掲げる 場合 は 引用 文 に 『
』 を付 し 引用 文 献を

本女中 に記載する
｡

孫 引 き の 場合 は
, 番号を付 し

､
末尾 に 原 著 者名 : 原著論文 表 題

,
雑 誌名 , 巻 :

頁 ～ 頁 . 年号,
又 は

二

"

引 用 者氏 名 , 年 ･ 号 よ り 引用
〃

と 明 示 す る こ と ｡

1 1 投稿 の 採否, 掲載順 は 編集委月会 に 一

任す る こ と

12 掲 載の 分 は稿料を呈 す ｡

1 3 別刷 は, 実費を著者が 負担す る
｡
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農業土木技術研究会入会の手引

1 . 入 会 手 捷

① 入 会申込み は 研究会事務局 へ 直接又 ほ 職場 連絡員 へ 申込ん で 下-さ い
｡ 申込書は 任意で すが , 氏

名 , 所属 を 明示 下 さ い ｡

② 入会申込 み は い つ で も結構 で すが
, 年度途中の 場合 の 会費 は 会誌 の 在庫状況 に よ り決 定 さ れ ま

す｡

③ 入 会申込み と 同時に 会費を 納入 して い た だ き ます｡

2 . 全土の 納入方法

① 年会費 は 2
,
3 00 円 で す｡ 入 会以 後は 毎年 6 月 末ま で に 一 括 して 納入 して い た だ きま す｡

3 ･ よ薫土 木技術研 究会の 活地内容

① 機関誌 ｢ 水 と 土+ の 発行 … ‥ ･ 年 4 回 ( 季刊)

② 研修会 の 開催 ･ … ‥ 年 1 回 ( 通常は 毎年 2 ～ 3 月頃)

ヰ･ 機関誌 ｢ 水 と土+ の位正づけ と歴 史

① ｢ 水 と 土+ は 会員相互 の 技術交流の 場 で す ｡ 益 々 広域 化 複雑化 して い く 土 地 改良事業の 中 で 各 々

の 事業所等が 実施 して い る 多方面に わ た っ て の 調査, 研究, 施工 内容は 貴重な 組織的財産 で す｡ こ

れ らの 情報を 交換 し合 っ て 技術 の 発展を 図りた い もの で す｡

② ｢ 水 と 土+ の 歴史

(農業土 木技術研究会は 以 下の 歴 史を も っ て お り組織の 技術 が 継続さ れ て い ま す｡ )

･ S 28 年
･ ･ … … ･ コ ン ク リ

ー

ト ダ ム 研究会の 発足

『コ ン ク リ ー ト ダ ム』 の 発刊

S 3 1 年
‥

‥
… = フ ィ ル ダ ム を含 め て ダ ム 研究会に 拡大

『土 と コ ソ ク リ
ー

ト』 に 変更

S 36 年
‥ … ‥ ‥ 水 路研究会の 発足

『水 路』 の 発刊

S 45 年 … ‥ ･ … 両 研究会の 合併

農業土 木技術研究会の 発足 -

『水と 土』

入 会 申 込 書

私 は農業土木技術研究会 に 入会 します｡

氏 名 :

所 属 :

平成
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回 回
農菓土木技術 研 究会役 員名簿 (平成 3 年度)

会 長

副 会 長

〃

事理

〃

〃

〃

〃

事監

常任顧 問

〝

顧 問

〃

/J

〃

/J

〃

編集委員
長

常任幹事
編集委員

〃

〃

長

事
貞

〃

脚

締
〃

〃

〃

〝

〃

総

幹
編

内藤

中道

志村

黒澤

佐藤

片岡

克美

宏

博康

正 敏

昭郎

泰三

久保 田昭彦

白石

黒川

川田

杉浦

坂根

中島

北村

伊東

塚原

村松

池田

森本

中川

岡部

英彦

義孝

弘 二

英明

勇

哲草
純 一

久禰

真市

雄介

実

茂俊

稔

三 郎

須藤良太郎

小林 国司

梶木 又三

志

一

三

仁

遵

奉

田

沢

岡

福

福

片

生

晴

窮

健

鳶

治

実

之

也

臣

揮

峰

幸

恒

徳

惣

正

直

幸

具

瀬

祖

原

泉

郷

藤

田

内

田

野

藤

廣

高

萩

小

久

進

内

堀

須

菅

佐

水資源開発公国理 事

構造改善局建設部長

束京大学教授

構造改善局設計課長

〃 水利課長

〃 首席農業土木専門官

関東農政局建設部長

農業工 学研究所長

北海道開発庁農林水産課長

茨城県農地部長

水資源開発公団第 二 工務部長

㈱土地改良建設協会専務理事

㈲ 農業土 木事業嘩会専務 理事

㈱三 碍コ ン サ ル タ ン ツ 常務取緬撃

西松建設㈱常務取締役

大豊建設㈱専務取締役

関東農政局設計課長

㈱ 日本農業土木 コ ン サ ル タ ン ツ

副社長

構造改善局次長

全国農業土 木技術連盟 委員長

参議院議員

〃

㈱畑地農業振興会会長

全国土地改良事業団体連合会副

会長

東京大学名誉教授

㈱農業土 木会館代表取締役社長

構造改善局首席農業土木専門官

〝 事業計 画課

〃 設計課

〃 整備課

タメ 設計課

全 国農業土木技術連盟総務部長

構造改善局地域計画課

タブ

〃

ガ

〝

〃

資源課

事業計画課

施工 企画調整室

水利課

〝

喜

一

勇

治

一

撃

八

之

義

郎

久

俊

省

俊

幹

英

昭

一

藤

屋

根

原

治

森

見

岐

森

印

塩

坂

谷

荻

丹

稲

盲
同

土

中

事
員鞭

〃

〃

〝

〃

〃

〃

〃

〃

ル

幹
宙

- 72 -

構造改善局 開発課

〃 開発課

〃･ 整備課

〃 防災課

関東農政局設計課

農業工 学研究所水工部

国土庁調整課

水資源公団第 2 工 務部設計諌

農用地整備公団業務部業務課

㈲ 日本農業土木総合研究所

賛 助 会 員

㈱ 荏原製作所

㈱ 大 林
､
組

㈱ 熊 谷 組

佐 藤 工 業 ㈱

㈱主祐 コ ンサ ル タ ン ツ

大 成 建′設 ㈱

玉 野総合 コ ン サ ル タ ン ト㈱

太陽 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱

㈱電業社機械製作所

㈱ 酉島製作所

西 松 建 設 ㈱

日 本 技 研 ㈱

㈱ 日本水エ コ ン サ ル タ ン ト

㈱ 日本農業土木 コ ン サ ル タ ン ツ

㈲ 日本農業土 木総合研究所

㈱ 間 組

㈱ 日立製作所

F e 石炭工業技術研究所

㈱ 青 木 建 設

㈱ 奥 村 組

勝 村 建 設 ㈱

株 木 建 設 ㈱

㈱ 栗 本 鉄 工 所

三幸建設工 業㈱

住 友 建 設 ㈱

大 豊 建 設 ㈱

㈱ 竹 中 土 木

田 中 建 設 ㈱

日石合樹製品㈱

前田建設工 業㈱

三 井 建 設 ㈱

住友金属工 業

㈱ア イ
･

エ ヌ ･

エ
ー 1 口

和

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〝

〃

〃

〃

〝

〃

〝

〃

砂

川

〃

〃

〃

刀

〝

〃

〝

〃

〃

〃

〃

〃

〃

益

8

4

1

1
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アイ サ ワ 工業㈱

青 葉 工 業 ㈱

旭 コ ン クリ
ー

ト工 業㈱

旭 測 量 設 計 ㈱

茨城県農業土 木研究会

上 田建設㈱

㈱ ウ オ
ー

ター ･ エ ン ジ ニ ア リ ン グ

梅林建設㈱

エ ス ケ 一 産業㈱

㈱ 大 本 組

大野建設 コ ン サ ル タ ン ト㈱

神奈川県農業土 木建設協会

技研興業㈱

㈱ 木 下 組

岐阜 県土 木用ブ ロ ッ ク工業組合

㈱ ク ボ タ建 設

㈱ ク ボ タ (大阪)

㈱ ク ボ タ (東京)

㈱ 古 賀 組

㈱ 古郡工 務所

㈱ 後 藤 組

小林建設工 業㈱

五 洋 建 設 ㈱

佐 藤 企 業 ㈱

㈱ 佐 藤 組

㈱ 塩 谷 組

昭 栄 建 設 ㈱

新光 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱

須 崎 工 業 ㈱

世紀東急工 業㈱

大成建設㈱四 国支店

大和設備工 事㈱

高 橋 建 設 ㈱

高 弥 建 設 ㈱

㈱ 田 原製 作 所

中国四 国農政局土地改良技術事務所

㈱チ ェ リ
ー

コ ン サ ル タ ン ツ

中 央 開 発 ㈱

東 急 建 設 ㈱

東 邦 技 術 ㈱

東洋測量設計㈱

㈱土木測器 セ ン タ
ー

中川 ヒ ュ
ー ム 管工 業㈱

日兼特殊工業㈱

日本国土 開発㈱

日本大学生産工 学部図書館

日本 ヒ ュ ー ム 管㈱

〃

〃

口
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

l

日本 プ レ ス コ ン ク リ ー ト㈱

日 本 鋪 道 ㈱

西 日本鍋査設計㈱

福井 県土地改良事業団体連合会

福 岡県農林建設企 業体岩崎建設㈱

㈱ 婦 中 興 業

㈱ 豊 蔵 組

北海道土 地改良事業団体連合会

柳北海道農業近代化 コ ンサ ル タ ン ト

堀 内 建 設 ㈱

前 田 製 管 ㈱

前 沢 工 業 ㈱

真 柄 建 設 ㈱

㈱ 舛 ノ 内 組

丸 伊 工 業 ㈱

丸 か 建 設 ㈱

㈱丸島ア ク ア シ ス テ ム

丸誠重工 業㈱東京支社

水資源開発公団

水資源開発公 団沼田総合管理所

宮 本 建 設 ㈱

ミサ ワリ ゾ ー ト㈱

山崎 ヒ ュ
ー

ム 管㈱

菱 和 建 設 ㈱

若鈴 コ ン サ ル タ ン ツ㈱

( アイ ウ エ オ順) 計 1 0 5 社
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農業土 木技術研 究会会員数

地方名
通 常 会 員

地方名

通 常 会 員

県
農水省
関 係昌毘等 学校 個人 法人 外甲 県

農水省
関 係 謂等 学校 個人 法人 外国

北海道 1 1 6 3 8 5 4 9 2 4
近

畿

滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫

41

4 2
18

4 3

6

6 7

1 0

5

1
1

1

6
5

4

4

5
5

3東

北

青 森
岩 手

50

4 9
3 4

31 6

2

2
1 3

宮 城
秋 田

山 形
福 島

27

8 5

2 5
5 8

6 3

1

5

5 4

5

2

1

1 9
6

1

1

奈 良
和歌 山

51

3 5

2 7

6

5

小計 2 30 1 1 6 丁 1 6 2 2

小計 2 9 4 1 8 8 8 1 1 3 0

中

鳥 取
島 根
岡 山

32

6 4

1 13

1 0

1 7

5 0

1

2

6

4

6

4

4

関

東

茨 城 95 58 9 3 9
8 2 2 7 2

国
ム 52 7 2

群 馬 40 18 2 1 山 口 32 2 1

埼 玉 60 2 0 1 3 1 1 9

四

徳 島 21 3 1

4 4 2 2 9 1 4 川 4 4 3 3

東 京 4 1 7 7

7

1 1

6 8

1

1 4 2 0 愛 媛 75 1 7 5 3

神奈川
山 梨
長 野

静 岡

4 4

4 0
4 1

9 4

4

3

1 8

1
■4

国
高 知 4 3 6 1 1

小計 ヰ7 $ 1 1 5 1 2 4 1 9

九

州

福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分

30
2 3

4 3

2 4

4 3

1 5

1 1

8

38

3

2 7

6
1

7

3

1 0

3

1

2

小計 5 4 4 3 40 1 8 2 2 6 8 7

北

陸

新 潟
曽

74 55 1 2 3

田 山
石 川

61
5 6

15

5 8 2

3

7 宮 崎 29 1 0 1

福 井 4 5 7 1 鹿児島
沖 縄

73

2 6

8

2 1 1 1

小計 23 6 1 3 5 1 4 1 4

小計 29 1 11 4 3 5 1 1 1 7

東

海

岐 阜
愛 知
三 重

32

1 6 8
1 3

2 2

13 1

2

4 2
2

4

1

1

6

7

6

合 計 2
′
4 0 8 1

′
5 4 8 2 0 2 川丁 2 3 2 7 7 6 2tI

総 合 計 5
′
2 85 名

小計 2 1 3 1 5 5 4 4 6 1 9

編 集 後 記

(学生時 代, 抜 き打 ち テ ス トの 成績 は
, 授業 中の 理解

度 と 普段 か らの 復 習 に 比例 して い た｡ 出題 範囲 と時期

が事 前に 分 か っ て い る 定期 テス トの 成績 は
,

それ に加

えて
, 試験勉強 の 質 と 量 が 大 きく もの を い っ た

｡ )

会 員 の 皆 さ ん が こ の 本 を手 に す る 頃,
コ メ 問題 の結

論 が 見 えて い る か も しれ な い
｡

コ メ の 自由化 を含 め農

政 の 基本姿勢 は
, 数年前 か ら ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ問 わ

れ続 けて き て い る ｡

国民 か ら は 定期 テ ス トと 見 られ て い る こ の 間題 を,

我 々 農政 に携 わ る者 は
,

ど こよ う に 解い て どん な成績

を収め る の だ ろう か
｡

(学 級委 員長 は
,

テ ス ト の 成績の 良 い 者 の 中か ら選 ば

れる傾 向が強 か っ た
｡ しか し, 自分 中心 の ガリ勉タイ

プ は選 ばれ る こ となく
,

ク ラ ス メ イ ト の事 を考えク ラ

ス をよ り良く しよ う と す る 者が 選 ばれ た
｡)

真 時下 に 迫 っ た コ メ 問題 の 他 に
, 産 業 と して 自立す

る ため の 農業生 産基 盤 整備
,

居 住地域 と して の 農 村整

備 の 的確 な方 向付 けと そ の 実践 が期待さ れ て い る
｡ 更

に グ ロ
ー バ ル な視点 か ら は

, 地球 環境 に優 し い 土 壌 ･

生 態 ･ 水質 ･ 大 気 の 確保等が求 め られ て い る ｡

土地 改 良の 裾 野 で は
,

地球 の こ と を考 え地球 を よ り

良 く し よ う と すろ努力 が積み 重 ね られ て き七 い る こ と

を, 先 ず我 々 自身 か らし っ か り と認識 して お き た い
｡

直面 して い る 諸 問題 で 好成績 を収め た上 で , 地球 に

優 しい 土地 改良 を広 く知 ら し′め る
｡

土 地改 良が 日本国

学級委 員長 に選 ばれ る ま で の 道 の り は
, ま だ遠 く 険し

い
｡ 国土 庁調 整課 稲森幹八

水 と 土 第 8丁 号

発 行 所 〒105 東京都港 区新橋5-34-4

農業土木会館内

印 刷 所 〒161 東京都新宿区下落合 2 - 6-2 2

平成 3 年12 月20 日発行

農 業 土 木 技 術 研 究 会
T E L (3 4 3 6) 19 6 0 振替 口 座 東京 8-28 9 1

一

世 印 刷 株 式 会 社
T E L (3 9 5 2) 5 6 5 1 (代表)

- 74 -


	表紙
	グラビア
	土地改良事業と｢せせらぎ遊園のまち」 づくり
	水質障害対策事業実施事例

	目次
	研修会の御案内
	巻頭文
	地球にやさしい土地改良技術（山口保身）

	報文
	農村環境に配慮した土地改良施設について（岩瀬俊幸）
	水環境整備計画を策定するにあたって（鈴木正彦）
	土地改良事業と｢せせらぎ遊園のまち」 づくり－農業水利施設高度利用事業甲良地区－（中江修一郎）
	景観に配慮した農道整備－農免農道｢西村地区」 の事例報告－（森修二･岡本憲治）
	水路の生態系保全－魚とホタルの保護･育成－（端憲二）
	魚にやさしい排水路整備を目指して（広部圭一）
	福岡導水取水口の設計－魚類の迷入防止対策の例－（神林実･宇藤山隆）
	水質障害対策事業実施事例－農業用水の水質浄化のために　岡山県山南地区－（大久保壽夫･木村正・清水勝也･波多野敏明）
	堺市におけるため池環境整備事業－菰池の水質改善及親水空間の創造－（西上勝）

	ニュース　　技術士制度が一部改正される
	投稿規定
	入会手引き
	会告･編集後記

