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1．　 江 戸時代 の 浚渫

　鉄道 も自動車 もない 江戸時代 に お い て は ， 舟 が物資 の 輸

送をに な う主要機関で あ っ た。千石 の 米 を 運 ぶ 揚合 を考え

て み よう。馬 で 運ぶ 場合 ， 馬背 の 両側 に 1 俵ず つ 2 俵 を積

み ，疋 夫 （ひ きふ ） が 1 人つ く。千 石 すなわ ち 2，500 俵 の

米 を運ぶ の に 馬 1
，
250頭，疋 夫 1、250人 を 要す る。こ れ を千

石船 で 運 ぶ と， わず か 1隻 ， 船頭以下約 15人 の 水夫 で 千石

の 米 を運 ぶ こ とがで きる。こ の よ うな舟運 の 高 い 経済性 の

た め ， 江戸時代に おい て は ，海上輸送 の み な らず ， 河川 ・

湖沼を利用 し た内陸水路 が 日本全国に 網 の 目の よ うに張 り

め ぐ らされ た。河川 ・湖沼 に よ る 内陸水路 は ， 分 日の 鉄道

あ る い は 高速道路 に 相当す る とい え よ う。

　 天正 18年 （1590年） に 江戸城 に入城 した 徳川家康 は ， さ
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っ そ く道三 堀を開削 し，江戸湾 と江戸城 を結ん だ。砂丘 の

背後 の 後背湿地 の よ うな形 で 行徳 （ぎょ うと く） と結 ばれ

て い た 自然水路を掘削改良 し て 運河 と し ， 行徳の 塩 田 か ら

生産 され る 塩 を確保 し た。こ れ が 小名木川 （お な ぎ）川 で

あ る。

　 こ の よ うな内陸水路 の 利用 に あ た っ て は ， 新 し く運 河 を

開削 し た場合もあ る が ，多 くは 自然河川 を改良 し 運 河化 し

て 利用 し た。運河化に あた っ て は ， 水深 と流量 の 維持 が 重

要 で ある。浚渫 （シ ュ ン セ ツ ）船 の 未発達な江戸時代 に は ，

水深 の 維持 に は 最も手 を焼 い た よ うで あ る
。

　 『東京市史稿　港湾編第 1 （昭和 1 年 ， 東京市役所）』

を見 る と，江 戸 時代初期 の 市内運 河網整備 の 記録 に 続 き，

江戸 湊あ る い は 小名木川 な ど市内 運 河 の 浚渫 の 記事が 増 え

て くる。た とえば ，

　元 禄 9 年 （1696年）隅 田川 河 口 の 上総澪 （み お ） を浚渫。
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図一1　 明治初 期 の 東京湾 （地理 局 ：『東京全 図』）
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　宝永 2 年 （1705年） 品 川澪 ・浅草川 な ど を浚渫。

　享保 15年 （1730年）竪 （た て ）川 を 浚渫。

　享保18年 （1733年）江戸内港 を浚渫。

　享保 20年 （1735年）竪 川 を 浚渫。

と い っ た具合で あ る 。

　江戸湊の 外港部に お い て も，水深 の 維持 に は苦労 して い

た 。 イ ギ リス の 初代駐 日公 使 と な っ たオ ール コ ッ ク （R ．

Alcook）は ，安政 6年 （1859年），品川台場近 くに 軍艦サ

ン プ ソ ン号を停泊させ た と きの 江戸湾 の 状況をつ ぎの よ う

に 記 して い る。

　 「サ ン プ ソ ン号 は ， 海岸 か ら 4 マ イ ル （6．4km ）は 十分

に は な れ て 停泊 して い る の だ が，そ こ の 水深 は 3 尋 （約5．5

m ） し か な い 。湾 は ， 岸に そ っ て 遠浅 だ。それ ゆえ に，干

潮 の と きに は ， ボ ートで す ら岸 か ら 1 マ イル （1．6km ）の

とこ ろ まで し か ゆけない 。」 （『大君 の 都 （1863年 ； 山 口 光

朔訳，岩波文庫，昭和37年刊）』）

　オ ー
ル コ ッ ク は，品川沖 6．4k 皿 の 地点で 5．5m の 水深

しか ない と，江戸湾の 浅 い こ とを嘆い て い る。しか し，千

石船 の 喫水は 3 皿 く らい で ，4m の 水深があ れ ば十 分 だ っ

た か ら，満潮時に は，澪筋 （み お す じ） を通 っ て 千石 船 が

隅田川河 口 まで 入 る こ とがで きた。

　図一1 は，明治 13年 （1880年）に 地理局 か ら刊行され た

東京全 図 の うち，東京湾の 地図 で あ る 。 こ の 原図 は，伊能

忠敬が測量 し作成した もの で あ り，きわ め て 正確で ，江戸

時代の 江戸湾の 状況 が推察 され る 。
こ れ を 見て も，澪筋を

除 い て，江戸湾が 土砂 の タイ 積 に よ り浅 くな っ て い る こ と

が わ か る。

　 こ の よ うな運河 ・港湾 の 浚渫 に あ た っ て ， ど の よ うな工

法 が 行 な われ た の で あ ろ うか。江戸時代 の 普通 の 浚渫 は ，

砂舟 に 乗 り，鋤簾 （じ ょ れ ん ）を用 い て 水底 の 砂や泥 をす

くい 上げ る もの だ っ た。鋤簾 とは ， 鉄製 の か ご に鉄刃をつ

けた もの ，あ るい は竹 の 箕 （み ） に鉄歯 をつ け，長 い 柄 を

つ けた もの で ，土砂をか きよ せ る 道具 で あ る。土運船 に つ

い て み る と ， 金沢兼光 の 『和漢船用集 （宝暦 11年 ； 朝 日新

聞社，昭和 18年刊）』 に は，

　 「
砂舟　諸国 に あ り。摂州 に て は 川 々 川 浚の 泥 砂を積舟

な り。 是を又 百艘と呼。」

とあ り，各地 で砂舟が使用されて い た こ とがわ か る。

　山 土 に つ い て は土舟を用 い た。

　 「土舟　諸国に あ り。 摂州に て 呼所 は 山 土赤土 を運送す

る の 舟也 。」

とあ る。

　文政 5年 （1822年）に刊行 され た 大蔵永常の 『農具便利

論』 に 当時の 浚渫船 の 図が掲載され て い る の で ，図一2 に

示 す。轆轤板如速捲 （ロ ク ロ い た じ ょ れ ん ま き）の 図 を見

る と，P ク ロ 船に 砂舟を接続 させ ，水 中に立 て た板鋤簾を

ロ ク ロ に結び つ け，ロ ク ロ を巻 きな が ら水底 の 土砂 を砂舟

に さ らい 上 げる も の で あ る。底捲船 の 図 を見 る と，網 の 先
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図一2 江戸時 代の 浚渫船 （大 蔵 永常 ：『農具便 利論』）

に鉄歯 を付けた底捲鋤簾 をロ ク ロ で 巻き上げ ， 水底 の 土砂

をさ らい 上げ る もの で あ る。図 に 示す轆轤板如連捲 ・底捲

船は，播州高砂浦 の 漁夫 の 工 楽松右衛 門 が 考案 し た もの で

あ り， 松前 ・高砂湊などの 港湾工 事 ・川浚 に 使用 された。

江戸時代の 浚渫技術 とし て は最高の もの を示す。瀬戸内海

あ る い は 淀 川 で 使用 され た もの で あ ろ う。

2．　 浅間 山噴火 と利根川 の 浚 渫 工 事

　天 明 3年 （1873 年） 7 月 の 浅問 山噴火 は，利根川 の 河状

を一
変 させ た 。 斉藤月岑の 「武江年表 （昭和 43年，平凡

社）』に よれ ば，

　 「浅間山焼出せ し は，春の 頃 よ り始 ま り常 に 倍 し け る が，

別けて 強 く焼出 した る は ， 六月二 十九 目の 頃に し て ， 望月

宿 の 辺 よ り見 る に ， 烟立ち雲 の 如 く空
一

面 に 覆 ひ ，炎は 稲

光 の 様 に 見 え て 恐 し か り し が ， 七 月 四 目頃 よ り毎 日雷の 如

く， 山鳴り次第に強 く， 六 日 夕方 より青色の 灰降る。夜中

よ り翌 七 日の 朝 ， 大 い に降 り， 鳴 る 音強 く， 昼過ぎに な り，

掛 日二 十 匁 よ り四十 匁位迄 の 軽 石 の 如 き小 石 降 り ， 更に 歩

行な らず。 七 時頃よ り灰降 り出し，暫時闇夜の 如 く人顔も

見 え分 らず ， 内 に て は火 を燈 し，さ りがたき用事あれ ば ，

米俵 を い くつ も重 ね て 頭 に か ぶ り往来 せ り。然 る に 二 時許

り過ぎて空晴る る と見え しが ， 又 浅間の か た に 空 へ 火 の 玉

飛上 り，暫らくあ りて小 石 降 り鳴音強く， 戸障子 はつ れ ．

夜寝 る事 あた は ず。」

土 と基礎，22− 6（196）
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　降灰 の 範囲は 幅 30km で ，利根川 に 沿 い 下総に ま で 及 ん

で い る 。
こ の 降灰 が 雨水 と と もに利根川 に流出 し，河床を

急激に上昇させ ，利根川全川 に わ た っ て激し い 水害をひ き

起 こ した 。 大熊孝は 『利根川 にお け る 治水 の 変遷 と水 害に

関す る実証的調査研究 （昭和 48 年 ， 東京大学博士論文）』

に お い て ，浅問山噴火 の 利根川 へ の 影響と して，  前橋付

近 の ア サ マ 土 の 自然堤防の 形成 　  七 分川 の 埋没 と三 分 川

の 幹川化　  備前堀 の 取入 厂iの 締切 り　   見沼代用水への

：ヒ砂流入　な ど をあげ，利根川全川 に おけ る水害の 激化を

指摘 して い る
。

　明治33年 （1900年），利根川改修工 事 が 始 ま っ た。 こ の

改修 工 事の 主体は 浚渫工事で あ っ た。 利根川お よ び渡良瀬

川改修工 事 に お け る浚渫土量 は 2 億1
，
400万 mS に達 し た 。

こ の 土量はパ ナ マ 運河 の 建設土量 1億8，000万 rn　
3
を越え る

もの で あ っ た。こ の 大土工 を行なうた め，当時の 最新機械

力が 駆使され た。明治33年の 起工 と同時に 浚渫船 13隻 （こ

の うち 4 隻が イギ リ ス 製， 2隻がオ ラ ン ダ製），曳船 7 隻 ，

土運 船 400 隻 を使用 し，昼夜兼行で工 事を進め た 。 工 事の

最盛期 に は ， 浚渫船 19隻 ， 土運船530隻，曳船17隻，1
，
200

m3 掘 り掘削機 工8台 ， 土運車 ユ，800台， 20　t 機関車 23台，

軌条 の 総延長 200k 皿 に 及 ん だ。 人 力 と馬力に よ る土工 に

は ， 延長 300km の 軽便軌 条と 7，200 台 の トロ ッ コ が使用

され て い る。総 工 費 の うち ， 浚渫費 は 約20％，船舶 ・機械

費は約 20 ％，築堤費は 約 11％ を占め て い る （栗原良輔 ：

『利根川治水史 （昭和18年，官界公論社）』）。

　江戸時代 に み られなか っ た ， こ の よ うな機械力を駆使 し

た 浚澡 を行 な わ な けれ ば な らな か っ た 原 因 は ，浅間山 噴火

の 噴泥が利根川に タイ 積した た め で あ る と大熊 は 指摘 し て

い る。鋭 い 指摘 で ある。

　 　 　 ノ　ビル

　 3．　 野 蒜築港

　明治新政府 の 内務卿大久保利通 は，東日本の 開発の 拠点

と し て ，仙台湾の 鳴瀬 川 河 口 に野蒜築港 を計画 し た 。
こ の

計画 は三 つ の 方向 を指向 して い た 。 第一は，対米貿易の 基

地 とす る こ と。第二 は，北 1二運河 に よ っ て 石 巻，東名運河

に よ っ て 塩釜，貞 山 堀 （て い ざ ん ぼ り）に よ っ て仙台 と連

結 し，海 と運河 に よ っ て 仙台湾を結合す る こ と。 第三 は，

阿武隈川 を さか の ぼ っ て 福島 に達 し，さ らに安積疏水 に よ

っ て 猪苗代湖 に 達 し，阿賀野川 を下 っ て 新潟 に達す る こ と

で あ る。こ の ル
ートに よ つ て，本土を横断 して太平洋 と 日

本海 が 結 ばれ る。

　 明治 11年 （1878年） 7 月，内務省土木局 に よ P築港工 事

が開始され た。設計 に 当た っ たの は ， オ ラ ン ダ人技師 ドー

ル ン （CJ・Van 　 Doorn ） で あ っ た。広井勇 の 　
7
目本築港

史 （昭和2 年，丸善）』 に よ り な が ら，築港工 事の 内容を

見 て み よ う。

　第 1 期工 事 の 概要 は ，

　 1）鳴瀬川河 P に 面積 9
，
000 坪 ， 水深 14尺 の 内港の 建設

June ，1974

講 　 　 　座

鶚越

　　
　

図一3 野蒜港位置図 （広井 勇 ：『 目本築港 史』 よ り作成）

　 2 ）港 口 の 開削

　 3 ）鳴瀬川 の 切替 え と締切 り

　 4 ）東名運河 の 開削

　 5 ）北上運河 の 開削

　 6）新市街地 の 造成

で あ っ た e

　北上運河 の 開削は ほ とん ど人 力に よ っ て 行な わ れ た が，

底部の 掘削に は，毎時40t の 蒸気浚渫機 1隻 が使用 され た。

広井は ，こ れ を 日本に お け る最初の 浚渫機使用 で あ る と し

て い る 。 し か し，後述す る よ うに ，こ れ よ り先に 大阪の 安

治川 で 浚渫船が使用 され て い る 。

　工 事 は 日本最初の 大規模な 近代的築港事業で あ っ たた め，

大隈重信大蔵卿 を は じ め ，英国公使パ ーク ス な ど政府高官

や外 国人が 相次 い で現場 を視察した 。

　旧鳴瀬川 と新川 の 間 に 面積 10万 5，　OOO 坪 の 新市街地 が造

成 され た。造成 に 当た っ て は ，内港 お よ び北上運河 の 浚渫

土砂 が使用 され た の で あ ろ う。

　新市街地 に は 警察 ・電信局 ・測候所 ・銀行などの 官公署

が次 々 と建築 され ， 旅館 ・料理 屋 ・
芸妓置屋 な ど先を争っ

て 開業す る とい う状況 で，料理 屋 に は絃歌の ざん ざめ きが

絶 えない と い うあ り さ ま で あ っ た。

　　野蒜新町箒 は い らぬ

　　　若 い 女 の 裾 で 掃 く

写一1　北上運河 （昭和ca年10月 2 日撮影 ）
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とい う民謡が残 っ て い る こ と で も， その に ぎわ い が想像 さ

れ よ う。

　 と こ ろ が ，オ ラ ン ダ工 法 に よ る 港 口 の 防波堤 は 仙台湾の

激浪 に 耐え る こ とが で きず ，し ば し ば流失 し ， また ， 予 期

し な か っ た漂砂 に よ る港内埋 没 が 著 し く， 明治18年 （1885

年）に は 築港事業が放棄され る に い た っ た。

　 日本 で 画期的 な浚渫機 の 使用 もむな し く終わ っ た わ け で

あ る 。 しか し ， 北上運河 は今 目で も残 っ て お り，仙台 新港

に よ る 開発 の 進展 と と も に 再 び 活用 され る 日が く る か も知

れ ない 。

4．　 淀川 と大阪港
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　明治 3年 （1870年）， 民 部省土木司は，大阪 の 安治川浚

渫 の た め，オ ラ ン ダ よ り毎時 100t の バ ケ ッ ト ラ ダ
ー

式浚

渫船 2 隻を購入 し た （真田 秀吉 ； 『
日本土木行政並 に機械

化施 工 の 沿革』　（昭和 32年，建設 省））。 当 時は 鋤簾船 と呼

ばれ た。 これ が 日本 に お け る 蒸気浚渫船の 最初で あ る。

　オ ラ ン ダに お い て は ， 運河 ・港湾の 浚渫に よ る航路維持

は，そ の 国策上 か ら も必 須 の 要請 で あ っ た。1435年，モ ー

ル とい う浚渫船 が造られ た
。 帆船で ，干潮時 に 潮流に の っ

て 船底 に つ けた 鋤 で 水底をひ っ か く もの で あっ た。1600年

ご ろ に ア ム ス テ ル ダム ・
マ ッ ド・ミ ル とい う浚渫船 が 造 ら

れ た
。

バ ケ ッ ト浚渫船 の 祖先 とい うぺ きもの で ， 動力 に 馬

が使用 され た 。 こ の よ うな浚渫船 に蒸気機関が 据え付け ら

　　　　　　　　　 れ て 近代的浚渫船 が 誕生 し た の で あ

　　　　　　　　　 る
。 オ ラ ン ダは ， 当時 ， 水 工 に か け

　　　　　　　　　 て は世界 で 最 も進 ん で い た の で ， オ

　　　　　　　　　 ラ ン ダか ら最新鋭の 浚渫船 が輸入さ

　　　　　　　　　 れ た わ けで あ る。

図一4 大阪港 ・横浜 港 ・
タ ン ジ オ ン プ リオ ッ ク港海 底地耐 力図

　　（デ レーケ ；『大 阪天 保山 沖海底土質 二 関 ス ル 上申書』）

　 古 くよ り，淀川 と大阪港 は 切 り離

す こ との で き な い 関係 に あ る。明治

29年 （1896 年） 5 月 に は，新淀川の

開削を軸 とす る 淀川改良工 事 が沖野

忠雄の 指導の も とに 着工 され る。ほ

ぼ 同時 に，明治30年 （1897年） 10月 ，

大阪築港 工 事 も着工 された。江戸 時

代よ り，淀川 お よ び大阪港 は ， 木津

川流域か ら流出す る 花 コ ウ岩 マ サ に

よ る航路埋没 に悩 まされ て きた。こ

れ を避 け る た め，新淀川を開削 し て

河 水 を 港外 に導 き，新 し く大 阪築港

を開始 し た の で あ る。

　 こ の 築 港計画作成 の 任 に当 た っ た

の が オ ラ ン ダ人 技師デ レ ーケ （」・C・

De 　Rijke） で あっ た 。 デ レ ー
ケの 計

画は ， 南突堤 ・
北突堤 ・内港防波堤

を築 き，面積 198 万坪 の 泊地 を建設

す る もの で あ っ た 。 もち ろ ん ， 多量

の 浚渫を伴うもの で あ っ た が，工 事

中の 最大 の 難事は 海底 の 軟弱地盤 で

あ っ た 。 防波堤 は ， 捨石 の 上 に コ ン

ク リートブ ロ ッ ク を乱積す る 構造 で

あ っ た が，捨石 が約 5m も海底に 没

入す る と い う状態 で あ っ た。工事に

あた っ て は，ボー
リ ン グを行 な う な

ど，慎重 な 土 質調査 が行なわ れ た 。

　
『工 師 デ，レ

ー
ケ捧呈，大阪天保

山沖海底 土 質 二 関 ス ル 上 申書 明 治

26年10月 9 目附』 とい う文書が関西

大学図書館に 残 され て い るの で，そ

土 と基礎，22− 6 （196）
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の 内容を紹介 し よ う。

　デ レ
ーケ の 推定 に よ れ ば，大阪港 の 海底地質 は，先 に 着

工 され た横浜港 の それ よ りは る か に 悪 く，防波堤 の 築造 は

著 し く困難 で あ る。と こ ろ が，幸い に し て ，ジ ャ ワ 島の バ

タ ビ ア の タ ン ジ オ ン プ リ オ ッ ク 港 に お い て 明 治 11 〜15年

（1878〜82年） に 大規模な築港事業 が オ ラ ン ダ入 技師 に よ

っ て 施 工 され た。海底 が 軟弱 で あ る ばか りで な く，激浪 が

は な は だ し く，きわ め て 困難な工 事で あ っ た。デ レ ーケ は ，

こ の 施工 記録を入 手 す る こ とがで きた。デ レ ーケ が作成 し

た 横 浜 港 ・大 阪 港 ・タ ン ジ オ ン プ リオ ッ ク港 海 底地耐力の

比較図 を図
一4 に 示 す 。 デ レ ーケ は，こ の よ うな 比 較 か ら

大阪港防波堤 の 築造可能で あ る こ と を推定し，大阪築港を

成功 させ る こ とが で き た の で あ っ た 。

5． 掘込 港湾 と浚渫

　 日本 に お け る 掘込港湾の 歴史 は野中兼山 （1615〜63）に

始ま る。 兼山 は，寛永13年 （1636年） よ り寛文 3 年 （1663

年）まで の 土佐藩家老在職中，さまざまな土木事業を興し

た。そ の 中で も，港湾建設事業は 見逃す こ との で きな い 功

績 で あ る。

　土佐国 は 北 を 山岳 で さ えぎられ，陸路 に よ る 交通 は 困難

で ， 交通 は 海路 に頼 ら ざる を得な い に か か わ らず ， 天然 の

良港 に 恵 まれ な か っ た。こ の た め，手結港 ・津呂港 ・室津

港 な ど の 掘 込 港湾を建設 し た の で あ る。

　手結港 は太平洋の 荒波を受け る だ けで な く， 物部川 ・夜

須川 な どの 流送土砂 が タイ績す る地点 で あ り，こ の た め ，

陸 地 を掘 削 し，港 凵 の 左 右 に は 防波堤 を築 い て 泊地 を得 た

もの で あ る。 承応 1 年 （1652年）に 着工 し、明暦 1 年（1655

年） に 竣工 し た。こ れ が 目本 に お ける掘込港湾 の 最初 で あ

ろ うか 。

　津呂港 は現在の 室戸市室戸岬町 に あ り，兼山 の 最大 の 築

港事業で あ っ た 。 締切堤 に よ っ て 海水 を締め切 り，泊地 の

講

図一5　野中兼i［fに よ る 津 呂港 （広 井勇 ：『 日本築 港史 』）

座

岩盤 の 掘削を行 な っ た。最も困難 をきわ め た の は 港 口外 に

お け る岩礁の 除去 で あ っ た。
こ の た め ， 5，  人を越 え る

人 夫が 動 員 され た 。 寛 文 1 年 （1661年） に 竣工 し た。

　室津港 は 現在の 室戸市室津 に あ る
。 泊地面積5

，
000 坪 を

有す る掘込港湾で あ っ た．兼山 の 死後，延宝 7年（1679年）

に 竣工 し た。

　当時は 浚渫船 もな く， さま ざ ま な 工 夫 を重 ね ， すぺ て 人

力に よ っ て 岩 を砕 き，一
ヒ砂 を さ らっ た の で あ っ た。い ずれ

の 港 も，300 年後の 今 目も使用 され て い る とい う事実 を み

る と，そ の 計 画 ・施工 の 優秀 さに 口 を見張 らざる を得ない ・

　今 目，鹿島港 に代表 され る 大規模な掘 込 港湾が隆盛 で あ

る が，そ の 国土計画的配慮，施工 の 困難 さ を考 え る と き，

兼山の 掘込 港湾建設事業は，今 日の 掘込港湾の そ れ に優る

と も劣 らな い もの がある。

　　　　　　　　　　　　　　　 （原稿受理 　　1974，　3．22）

※ ※ ※
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