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1．1 講座を始め る に あた っ て

　 1．1．1 は じ め に

　本講座 は ，土木や土質の 技術者の 方 々 に，緑 化 工 技術 と

は どん なもの か を， ご 理解い た だ け る よ う解説し よ うとす

る もの で あ る 。

　植物 の 復元 と保護管理 を主 体 と した 環境保全 の た め の 具

体的技術 で あ る 「緑化工 」 は，そ の 重要性 は 認 め られ て き

た が，具 体的な 施 工 技術 とな る と，一
般 に は ほ とん ど知 ら

れ て い な い 。

　他方，緑 の 復元 に 対す る社会的要請 は ， 日増 し に 強 くな

り，ま た ，適用範囲も拡大す る と 同時 に ，技術的 に きわ め

て 困難 な場所 に 対 して も復元 が要求され る よ うに な っ て き

た 。 さ ら に，復元 の 内容も，多様性に 富む高次元 の 植物社

会 の も の ま で 要 求す る よ うに な っ て い る 。
こ の た め，こ れ

ま で の 緑化 工 技術者 の み で は，解決 し得 な い 範囲 に ま で 問

題 が広げ られ つ つ あ る。

　そ こ で ，こ の よ うな 社会的要請に 対処す る た め に は ， 緑

化 工 の 新 し い 展開 が必 要で あ る 。 そ れ に は ， 既成 の 諸科学

や 諸技術 の 境界 の わ く を越 え た 広 い 視野 の も と に，研 究 開

発 が な され る必 要があ る 。 そ の た め ，土 木t 学や 土質 ・
基

礎 工 学 の 分 野 に お け る 人 々 に，緑化工 に 対す る一
層 の ご理

解 とご 支援 を念願す る もの で あ る。

　 1．1．2　講座 の 内容

　講座 の 内容 は，大別す る と t 総論 （1 −・　5 回） と各 論

（6 〜IO回 ）か ら な る
。

　総論 で は ， 1）緑化工 の 概念， 2）緑化 工植物， 3）緑化

基礎工 ，4）土質 と植生 工 ，5）緑化工 用資材t 保護管理 工

に つ い て ， 5回 に 分 け て 解説す る 予定 で あ る。

　各論で は ，6）景観処理 対策，7）道路 ， 鉄道 に お ける 緑

化施工 ，8）海岸埋 立 て 地 ，海岸砂地 の 緑化施 工 ， 9）住宅

建設地 の 緑化施工 ，10）山地 ， 荒廃地 ， 採 石 跡地 の 緑化施

工 につ い て ，各々 の 現況を紹介す る。

　執筆 は ，最近 こ の 分野の め ざ ま し い 進歩発展 を先導され，

か っ 経験豊 か な新進気鋭 の 目本緑化工 研究会 の メ ン バ ー
の

方々 に 分担 し て い た だ く予定 で あ る 。

　読者 の 暖 か い ご支援 と ご批判 を賜 わ る こ とが あ れ ば ，こ

の うえ もな い 幸 い で あ る。

＊
　農博　東京 農業 大学教授 　林学科 緑化工 学研 究室

　 日本緑 化工 研究会 会 長

1．2 緑化 工 の基本概念

Septe 皿 ber ，　1975

　 1．2．1 緑化 工 と は

　緑化工 を簡単 に い うと， 「木 と草 に よ っ て 早期 ・確実 に，

面的 ・立体的緑化を行な い ，環境 ・土地 お よ び景観 の 保全

を図 る 工 法」 で あ る とい え る。ま た，開発 と の 関連に お い

て は， 「開発 に 伴 う環境影響 の 事前調査 の 資料を作成検討

し，事後手当て と し て 環 境保全 ・自然 保護の た め 施 工 をす

る 緑化技術」 で あ る と もい え る 。

　
一
般 に緑化とい うと，木 を植え，タ ネをま くこ と で あ る

が，自然本来の 緑 の 復元 を図 る に は，単 に 木 を植 え た り，

タ ネ を ま く行為の み で は，き わ め て 不十分 で あ り， め ざす

緑化復元 は 困難 な場合 が 多い 。そ こ で ，緑 化 工 技 術 が 必 要

に な っ て く る わ けで あ る
。

つ ま り，施 工 上，困難な 場所，

困難な時期に 対 し て ， 早期 に ，か つ 確実に 自然本来の 緑 を

復元 ・補 正 ・保護管理 す る 技 術 が 必 要 で あ り，こ れ をめ ざ

し て い る の が緑化 工 技術 で あ る 。

　そ もそ も，緑化工 技術 は，自然を直視 し ， 自然 に順応 し

な が ら自然 に 対応す る 思想 か ら生 じ た もの で あ る 。
し た が

っ て ，開発 と 自然保護 と の 調 和役 に もな り得る が，こ の 場

合，つ ぎ に 示す三 つ の 事項 を認 め られ る こ とが施工 の 前提

に な っ て い る。

　  自然 を改変す る場合，最少限の 変形 に と ど め る。

　  　早期，確実 に 自然本来 の 緑 に 復元 す る。

　  自然力に よ り，破壊 さ れ た 自然 をすみや か に復 旧す

　　 る。

　つ ぎに ，復元 の 目標 は ，個 々 の 樹木 の 単 な る集合体 を 復

元 しよ うとす る もの で は ない 。樹木相互，草本相 互 が有機

的 に 結合 した多様性 に富む立体的 な植物社会 を形成 し よ う

とす る もの で あ る。もちろ ん ， こ の 目標とす る植物社会 は ，

そ の 地域 に適合した 生態 系 の シス テ ム が成立 す る よ うな 状

態 で あ る こ とが基本とな っ て い る。

　 した が っ て ，植 物 を復 元 す る作業 の 基本 は ，植物 を直接

導入 す る行為 で は な く，植物 が 発芽 ・生育す る に 適含 し た

生育環境 （た とえ ば生 育基盤 の 安定化，防 風 処理 な ど ） を

造 る こ とで ある。ま た，全 く新 し い 植物社会を造 り出そ う

とい うもの で は なく， 自然の 復元 力 を期待 し ， そ の 力が発

揮 され やすい よ うに 補助 ・補 給す る こ と に 重 き をお い て い
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る 。
つ ま り， 自然 の 系 を人 工 の 系で お きか えよ うとす る も

の で は な く，こ わ され た 自然 の 系の 回復を ， 人 為的 に 助け

る技術 と考 え る べ きもの で あ る。

　 1．2．2　緑化 工 の 意義 と効用

　森林 の 持 つ 多面 的効用がみ な お され ， 緑 の 保全 と復元 の

要請 が 急務と な っ て い る が，こ の よ うな社会的 要 請 に対 し ，

緑化工 技術 は重要 な役割を果 た して い る。そ れ は 緑化工技

術 が 森林 の 持つ 多面的 かつ 公 益 的諸機能が十分発揮され る

よ う森林 を保全 し ， 管理 し，ま た復元す る
一

連 の 技術 をめ

ざ し て い る か らで あ る。つ ま り，緑化工 は生活環境 と し て

の 森林機能 の 増進 の 一
端を担 っ て い る わ け で あ る。

　つ ぎに ， 緑化工 は必 要な開発 と 自然保全 との 調和を図ろ

うとす る 役割 D を持 っ て い る。人間 が 自然 の 中で 生 きて い

くた め に は ，自然生態系の わ く内 で 必 要な 開発を行 な わ な

けれ ば な らな い の は 当然で ある が，こ の 場 合 ， 緑化工 技術

は ，自然生 態系 の 弾力性 を補強す る 意義 を持つ 。

　 もう
一

つ ， 重要な意義 が ある。こ れ は，国土保全，災害

防止 的な効用で あ る。表面侵食を防 止 し，災害の 元 に な る

土 砂 の 生産 を抑制す る。こ の ほ か ，飛砂防止 ，な だ れ 防止，

潮風 害防止 ，防霧，水質 ・水量の 保全な ど に 役立 っ て い る 。

　以上述 べ た保全項目や 目的などを整理す る と，つ ぎの よ

うに な る。

A ．保全項 目

　   　環境保 全

　　　水資源 ，水質，大気，音，風 臭，粉 じん ，景 観

　 ◎　土地保全

　　　 地 盤 石 レ キ，流 水，土壌

　 ◎　生物保護

　　　 動物，植物，微生 物

B ．目的別分類

　   土地保全緑化工

　　　 土石
・水災害防止，土砂流出，飛散防止，防風

　   　環境保全緑化工

　　　 人 ， 動植物 の 健康 な生活保証，増殖 に好適な 自然環

　　 境造 り

　 ◎　　fr多景緑イ匕コ匚
￥

　　　 環境の 修景的保護 ・復元 ， 修景上問題 に な る よ うな

　　 構造物 の 隠蔽 ・調 和

C ．手法 の 型

　 緑化工 で の 緑化手法は，表
一 1 の よ うに三 つ の 代表的類

型に 分 け られ る。現実 に ，ど の 手 法 を 用い る か は ，施工 の

目的 に よ っ て ， ま た ，地域別 に そ れ ぞ れ適切な 手 法 が決め

られ る。 もち ろ ん，実施に あ た っ て は，単独 に各型 に分 け

られ る場合もあ り，ま た ，混合型 に よ る 場合も あ る。

　 1．2．3　緑化 工 の 施 工 対象地

　 山腹，渓流，水防林，海岸砂地，天 然林更新地，砂防林 ，

河川 ・貯水池，遊水池 ， 農耕地，道路，鉄道，鉱 山 ボ タ山 ，

採鉱 ・採石地，埋 立地，住宅開発団地 都市自然休養林，
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表
一1．1 緑 化手 法 の 基本 三 型 （未 完検 討中）

イ ．生 態主義 的 ・ ・鰈 擺 ｝・… 蹴

．，自靆 繍 目，
ニト・謄 蒜 ・・ 　 　 造園 嗣植物

一（ノ、工 削丿樹 丐
11・酉己置 〉

一

・鰍 ・麟 ！制・樋 蠣 ・ 陣 ・・  ・

糊 … 入・一 ・ 入 蹴

森 林イ匕は超 長期間

臼　然　美

短期森林化

1・鰤 ・ ・

植物競 含放置

完成不確実 ・施：匸困難

保護，管理は 自然推移に

立 入 制限 的

；更1塒 樹木集 団化

レ ・ 美

1黴 罅

」灘 聯

保護，管理 は 人工 的 自

然 推移

陣 ・ ・抑 ・

完成確．R ・高 価

保護，管理 は 入念，徹
底

ゴ ル フ 場 ， ダム ・発電建設地，工 場団地，飛行場な ど。

1．3 緑化 工 技術の発展過程

　 1．3．1 技 術 の 発 展 史

　1）　明治以前

　植物復元技術 の 歴史は 古 い。海岸砂地造林 （砂防林）に

つ い て み る と，1570年 に 現在 の 宮城県 で 行 な わ れ た 記 録 が

あ る。その 後 ， 山形 （1615年），新潟 （1617年），青森 （16

36年），秋 田 （1648年）， 石 川 （1652年） な ど 日本海 に 面 し

た各地方 で 盛 ん に 行 な わ れ て い る
16）

。

　また ， 水防林は ， 1532年山梨で ， 防風林 （風除林） は 15

73〜1 静岡 で ，は げ山復旧 は 1655年岡 山 で，水源涵養林 は

1648年東北地方で す で に行な わ れ て い た 。

　 こ れ らの 緑化復元 の 主 目的は ， 水田保全 を目的 と し た防

災林 の 造成 で あ っ た。

　使用植物 は 主と して ， ク ロ マ ツ ， ヤ ナ ギ，ア キ グ ミ，ネ

ム ，ム ギ，ア ワ，ヒ エ
， ヨ モ ギな ど で あ っ た。ま た 工 法 と

し て は，植栽工
＊

が中心 で ，海岸砂地 に お い て は ，わ ら立

工 ＊
や静砂垣 T ＊

な ど も行な わ れ て い た 。

　 こ の 時代の 技術の 特徴と して は，失敗 に失敗を重 ね な が

ら ， 長 い 年月をか け徐 々 に植物 の 導入 を 図 っ た こ とに あ る。

た とえば ， 青森県の 屏風山 に お い て は，1682年 こ ろ か ら明

治 に い た る ま で 200 年間以上 も続け て 行 な わ れ て い た こ と

か らも知 る こ とがで きる。

　2）　明治〜戦前ま で

　 こ の 期間 は ， 災害防 止 を主眼 と し た 土木工 事偏重 の 時代

で あ っ た 。
っ ま り，植物 を導入す る工 法 は ，地域特性を考

慮 せ ず，画
一
的なス タイ ル で 行 な わ れ た 。 特 に山腹工 事 に

お い て は ，石 積工 ＊，積苗工 ＊，張 芝工 ＊，カ ヤ筋 工 ＊お よ び

樹木植栽 が主流 をな して い た 。
こ の 結果，各地 で 失敗が 多

く現わ れ ，ます ます上木工 事 に 偏重する よ うに な っ て い っ

た。

　＊
の つ い た 訂葉は 本講座の 次回 以 降で 説明 され ます。以 下の ペ ー

ジ も同 じ。

土 と基礎，23− 9 （211）
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　　　　　　表一1．2 主 な植生 工 法 の 開発 年度

L 　 代 表的植生工 法

　 （a） 実 　 　播　 　工

　   植 物 培 養 板

　く。｝ 斜 面 混 播 工

　 Cd） 掘 　 　穴　 　工

　 〔e｝ 植 　生 　盤 　工

｛f｝ 吹 で・」 け 工

　 〔呂｝　 ロ　ン タ イ エ

　thl 植 　生　袋 　工

くi｝ ベ ヂ b
’

イ エ

　
．lj｝ 種了 付 む し ろ

　（k） ヘ リ 散 布 工

2．代表的 補助材工 法

　 CZ） む し ろ 張 工

　（b）　金　　躙　　i：長　　コ匚

　 1の　 丸 太 わ く状 工

昭和 2〜7年

昭和1 ，4出願

昭和14　実行

昭和24 実行

昭和26 実行

昭 和 33 実 行

昭和35　出願

昭下036．8施工

「昭不037，2丘、．願
HfiT037．8出願

昭和38　実行

昭和 30 実行

昭和34 実行

昭和36 　実行

3）　戦後 ｝現在 ま で

口村 　義男
沢 村 　 　郁

森岡 　　栄

佐藤 ・小 野

高島　分場

川端 　勇作

新 田　1巾三

高橋・笹 原

熊本営林局

高橋
・
笹 原

吉村 　敏雄

中　 日　 本
国 内 航 塞

太田 ・塚 田

東 　 　三 郎

早 川 技 師

朝 鮮

岡山県 ハ ゲ山

玉 野市高島

前橋局

大 阪府

阿 蘇治山

滋賀県

長 野県 七 貴

北 海道

空知支庁

　戦後間 もな く，倉田 は，植物使用に 対 す る 反省を促 し，

初期生長 の 早 い 外来草と土壌を肥 よ くにする マ メ 科 植物

（肥 料 木 ）
＊
の 使 用 （ケ ン タ ッ キ ー31フ ＝ ス ク＊一 昭 和 25

年研 究，26年国鉄で 使用，ウイ ーピ ン グラプ グ ラ ス 　　昭

和27年岡 山 の ハ ゲ山 で 使用な ど）を推奨 し た。こ れ に よ っ

て ，木本 で は で きな か っ た 表面侵食の 防止 と ， 表土 の 形成

を図 る こ とが で きる よ うに な り，植物の 復元 がきわ め て 容

易に な っ た 。
こ れ らの 研究成果が 「緑化工 概論」　（昭和34

tt」ifOt ．「丶　 一 s 　　り　　　　．一　．；・　川　　　　一　，一　｝いt「f　t1°・t・コ　’「．t ．　th⊥ t・亠　　／’t　”、亠
干 究 1亅丿 U め 0 。

ツ よ り，一孔 か 旭 1  豚 怕 ⊥ り 蝟 よ り ぐ の

る e

　 戦後 の 急速 な 経済成長 に 伴 い ， 全国各地 で 大規模 な 開発

が盛 ん に な る と ， 道路 ， 鉄道などの 人為的裸地 に 対 し ， 治

山工 事な どで 発展 し て きた 緑化 工 技術が適用 され た。やが

て ，人 為 的裸 地 に 対 す る 緑化 技術の 研究が 急速 に 進 み，大

量 の 植生 工 法 や 資材 の 発明 ・開発が行な わ れ た 。 主 な もの

を表 一 1．2 に 示 す が，こ の 中 で ，特記す べ き も の は，植 生

盤 工 ，植 生 帯工 ，む し ろ 張 工，種子吹付 け 工 の 開発で あ ろ

う。 こ の ほ か ， 資材 と して は ， 土壌侵食防止 材 とフ ァ イ バ

ー
類 が 開発 され ，種子 吹付け工 の 適用を よ り確実 に し た e

ま た ， 集中豪雨 な ど に よ っ て 生 じ た 大量 の 山 岳荒廃地 に対

し ，
ヘリ コ プ ターに よる は（播）種技術が開発 （昭和38年実

行） され た 。 そ し て，昭和 41年 日本緑 化工 研究 会 が 発足 し

緑 化工 技術 の 研究お よ び 発展 普及 に 大 き な 役割 を果 た し現

在に い た っ て い る。

　 と こ ろ で ，こ の よ うに，毎年増大 し た ば く大 な量 の 自然

の 改変 に 対 し，今 日見 られ る よ うな大量の 緑が復 元 で き，

ま た ， 保全 で き た の は，初期生長 が 速 く，施工 時期の 長 い ，

草本植物 を用 い た こ と に よ る と こ ろ が多い
。 あ ま り，草本

類が多量 に 用 い られ た た め ， 治 山 技術者の 中に は 「
草本植

物 が生 えれ ば，緑化施 工 は 成功 し た 」 と思 う人 さえ 現 わ れ

た ほ ど で あ っ た 。 そ し て ， 緑化工 とは ，草本類 を導入す る

施工 方法 で あ る との 誤 解を まね くほ どの 時代もあ っ た。

September ，1975
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　 こ の よ うな，緑化施工 の 中で ，最 も多量 に使わ れ た の は，

ウ ィ
ーピン グラ ブグ ラ ス （WLG ） で あ っ た。 こ れ は ，

WLG を用 い れば ， 植物導入 が 困難な場所 で も， 比 較的簡

単に緑化 で き るか らで あ る。 しか し ， こ の WLG の 適用範

囲 の 広 さが ，は 種技術 の 向上 を遅 らせ た 一つ の 要因 に な っ

て い た。それ は ， 緑化施工 計画者間 に ， 植物の 質を問わ ず

単 に緑 で あれば よ し とす る風潮が生まれ た こ と と，もう一

っ は ，WLG を用 い れ ば，簡単な 吹付 け工 で，し か も，安

価 に早 く緑化で きた か らで あ る 。

　 とこ ろ が最近，よ うや く，緑化工 の 基本で あ る 「自然の

緑 の 復元 」 の 必 要 性 が一
般 的 に理 解 され る よ うに な り，緑

の 質が 問わ れ始め た 。 そ して ，施 工 対象地 も， 緑化困難地

へ と広 が っ て き た。た とえ ば，採石跡地 な どの 急斜無土壌

岩石 地 に 対 し て ま で も緑化復 元 の 必 要性 が 訴 え られ る よ う

に なっ た。

　 こ の よ うな こ とか ら，従来 の 安 易 な 工 法 で は 間 に 合わ な

くな り，新 し い 技術 段階 へ と進 み つ つ あ る．さ らに，施工

単価も 100〜200 円！m9 の 低 レ ベ ル の 工 法 か ら， 10，0DD

円！m2 ク ラ ス の 工 法 も開発 され 必 要 に 応 じ て 適用 され る よ

うに な っ て きた。つ ま り， 緑化施 丁 は ， 従来の 安価 に 早 く

か ら，高次元 の 質 で，し か も確実性が高 い もの に 移 りつ つ

あ る 傾向 が み られ る
。

こ れ は ，緑化復元 に 対す る 発 注 者

（計画者）や一般の 認識が 変 わ っ て き た こ とに よ る もの で

ある が，他方，どん な裸地 で あ っ て も，ま た ，どん な に 経
th 　　ロド　I　　　i　　ワ　　　レ　　　マ　　 　　　ゐコ　　t　，　マ　　　t　　，　t 　　　　，　lナ　J　　　S 　　　L 　　　　　　，　　　　　　　　　　，　　　ん　　　t−　オ　
負1炉 々 」炉 ζ） ワ db 翻く1巳し ノよ り 孔 は 1よ b ノよい と い つ∫こ彡 少 イ丁

き過 ぎ と思 わ れ る 考 え が で て きた か らで もあ る。

　こ の ほ か ，最近 ， 自然 の 緑 の 復元 と い う こ とか ら，植栽

工
＊

と併用 して ， は 種工 が よ り注目 され る よ うに な っ た き

た こ とも新 し い 方向 で あ る と い え る 。

　1．3．2　世 界 の 技術 水準

　ア メ リカや 西欧諸外国 は 国土 が 広 く， 緩斜， 少 雨 ， 安定

的地質，粗放 な ど，緑化施 工 上 好条件下 に あ る た め ，工 種

工 法 は 単純 で ，し か も初歩的 な もの で 十 分涌 用 し て い る A

した が っ て ， あ ま りきめ 細 か な工 法 は 発達 して い な い 。

　ア メ リカ
6）

で は ，1925 年 こ ろ か ら ノ リ面 緑化の 研究が 始

ま り，1930年 こ ろ は コ ウ配 が 1 ： 1 の ノ リ面に 木本を主体

に導入 して い た が失敗が多か っ た。そ こ で ，1939年 に 植物

生 態 学 会 が植生 工 の 施工 条件 と して ，傾斜 を 1．5 ： 1〜2 ： 1

に す る こ と，ま た，5 ・− 7cm 厚 に 表層士壌 （topsoll）を

客十す る こ と を指示 した。し か し ，そ の 後，養生技術の 研

究 が進 み，ま た ，立 地 に 適 し た草本を使用す る こ と に よ っ

て ，表層二Eを使 わ な くて も植物 を導入 で き る よ う技術 が進

歩 し た。そ し て ，現在 で は，表層士 を用い な い ハ イ ドロ シ

ー
ダ
ーに よ る種子吹付け 王 が 大勢を占め て い る。

　 これ に 対 し，西 ドイ ツ で は ，裸地 に植物 を導入す る 際 は ，

表層土壌を使うこ と が規制 され ，そ の 規制 が 依然 と し て続

い て い る。

　わ が 国 は ，ア メ リ カ や西 ドイ ツ ，フ ラ ン ス ， ス ウ ェ
ーデ
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ン ， フ ィ ン ラ ン ドな どの 西欧諸国に 比 べ
， 急 し ゅ ん で しか

も複雑 な地形 で あ り，し か も，人 口 が集中 し て い る こ と か

ら ， か な り無理 な開発が進め られ て きて い る 。
こ の た め ，

急斜地，崩壊性地質，台風，多雨 とい う悪条件下 に あ っ て

は，開発や 災害 ご と に独特 の 技術 で改造 や 復 旧 に取 り くま

ざ る を得 な い 状態 で ある 。 した が っ て ，河川改修 お よび治

山治水 工 事 に 伴 う水防林造成，渓流工，山腹工 ，海岸林造

成な ど，土地保全 ・災害防止 を主 体 と した 多種多様な 工 法

が開発され た 。
こ の よ うな厳 しい 条件下 で 生 ま れ た 日本 の

緑 化 工 技術 は きめ 細 か く， ま た ，世界的 に み て ，き わ め て

高度 な 技術水準 に あ る とい っ て もよ い 。た だ，機械化 が遅

れ て い る こ と と ， 自然保護 ・環境保全 ・修景緑化工 へ の 関

心 や 熱意 が 低 か っ た こ と か ら，計画段階 に お い て ，　 「植物

の 生 育 に 適 した生 育基盤 の 造成」 とい う考 え が 不足 し て い

た こ と の 2 点 が指摘 され る。

1．4　緑化 工 の技術体系 とそ の 特徴

　1．4．1 技 術 体 系

　緑化工 技術 の 基本は 「植物 の 生育に適 し た環境を造る 」

こ とで あ る とい え る 。 そ の 技術体系は ，表
一 3 に 示 す よ う

に，緑化基礎工 ，植生 工 ，保護 ・管理 工 の 三 つ の 柱か ら成

り立 っ て い る。

　緑化基礎工 は ， 植物 の 生育 に適す る よ う基 盤 を整備 した

り，安定 させ た りす る，い わ ば基盤整備工 と もい うぺ きも
　　，　　　　　　　　　r．Ltt ド　titけ　’t　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　，　コ　　　　　　1．　　’＋　　　　　Pじ　r；．り＃　ゐnt　x　　AFL ．
の で あ る。阻 物 尋 八 に あ アこ つ て は ， ま

『
T ・ E 冐 嵒 賢 乞 女 疋

させ ，植物 の 生育に 適す る よ う基盤 の 改善を図 らなければ

な らない 。植物 は元来，降雨や 凍上 な ど に よ る表 面 侵食の

抑止 に は有効 で あ るが ， 基盤の 崩落や ス ベ リに 対 し て は ほ

とん ど防止 力 は な い と考 え て よ い 。

　し た が っ て，植物導入 に あ た っ て は ， まず ， そ の 基盤 が

物理的 に 安定 し て い る か否 か につ い て検討 し なければなら

な い
。 も し，不安定で 崩壊 の 危険性が あ る場 合 に は，緑化

基礎 コ1を設置 し、q 育基盤 の 安定 を図 る 。 また ，湧水 が あ

る場所 で は，排水処理を行なっ た り，ま た，岩石地に あ っ

て は ，客土 に先立 っ て ネ ッ ト張 工 ＊や わ く工 ＊ を設置 し，そ

の 滑落を防 ぐ。 さらに ， 海岸や高山な ど の 風衝地 で は 防風

ネ ッ トや 防風柵を設置 し た り，ま た ， 凍上地帯 に お い て は

植物体の 滑落を防止 す る た め に 傾斜を ゆ る やか に す る こ と

も行 な う。

　 こ の よ うに ，植物の 導入 を行な う前に，目標 とす る 植物

の 生育に 適す る よ うに 環境 を造 る こ とが 緑化基礎工 で あ り，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表一3
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こ の 点，一
般 に い う緑化 とは 大 い に異 な る。

　つ ぎに ，植生 工 と は ，植物 を直接導入す る 工 法の こ と で

植栽工 とは 種工 と に 大別 で きる。植栽工 は，主 に木本に 対

す る もの で ，植付け，さ し木，株植，埋 幹，埋根，埋 株 な

ど作業をい っ て い る。ま た ，は 種 工 は ，は 種，種肥 土 ま き．

た ね 付枝条 ま き， 根 ま き， 茎 ま きなどが含 ま れ る。は 種工

に は，多 くの 工 法や補助資材が 開発 され て い る が，そ れ ぞ

れ，施工 期間 ， 施 工 地 な ど の 施 工 条件 に 対す る 適用範囲
＊

が あ る 。

　つ ぎに，保護 ・管理 工 とは，施 肥 ， 防乾 ， 防寒 ， 防虫菌 ．

防 風，刈込，防食，除伐，給水 な ど を い い ，導入 し た 植物

に つ い て は もち ろ ん の こ と，残存す る植物に つ い て も適宜

対策 を 講ず る も の で あ る。

　 1．4．2　技術の 特徴

　 1）　技術体系上 の 特徴

　技術体系 上 の 特徴 と し て は，緑化 基 礎工 に 重点 を お い て

い る こ とが あ げ られ る 。 植物社会 の 復元 に は，ま ず復元 す

る植物 が，将来，そ の 復元 目標 に 向 か っ て 順調 に 生長する

か 否か が 重要 な こ とで ある。簡単 に 植栽 して も，一時的 に

は 緑化がで きる が ， 数年後 に 崩落 し た り枯損 し た り，ま た ，

衰退 して し ま っ た の で は な に もな らな い 。

　 こ の こ とか ら，緑化復元 に あ た っ て は ，ま ず，生 育基 盤

の 安定化 と，生育 に 適合 し た基 盤造 りが大切 で あ り， こ こ

に 重点 をお い て い る。
　　へ　　　　　　／t　t，，tt　　t’t，　tヨT　　ロ　　　　　　ほnー　n ．1
　 瑚 　 櫃 物 俣 用 上 の 特 傲

　使用する植物 は，復元 の 目的 に 適合 し た 植物 の うち か ら

選 択す る e
つ ま り，土 地保 全 ，自然環 境 の 保護 ， 自然植生

の 保護 ・補正 ，景観保持 な ど，完成し よ う とす る植物社会

に 適合 し た 種類を選 択す る こ と が原則 で あ る 。

　 し か し な が ら，緑化施 工 対象 地 は，一
般 に本 来 の 土地条

件 と全 く異 なっ て い る の で ， 最 終 の 目的 とす る植物を最初

か ら直接導入 し て も容易に 生 育 し得 な い こ とが多い
。 そ こ

で，目的 とす る植物 の 生長 を保護 し，助 け る た め の 特殊 な

働 き を持つ 植物を， まず導入す る。こ の 特殊な働 きをす る

植物は ，一
般 に，肥 料木草 とい わ れ る もの で あ り，こ の 植

物 が 持つ 自然 の 営力 に よ っ て，生育基盤 の 永続的改善 を図

る と ともに，早期に植物社会を形成し よ う とす る とこ ろ に

緑化工 の 重要 な特徴 が あ る。

　植物使用上の 第二 の 特徴 は ，樹木類 ば か りを用 い るの で

は な く，草本類を木本 と同時 に 導入す る こ と で あ る。つ ま

り，草本類の 導入 に よ っ て ，木 本類で は な し 得 な か っ た 表

面侵食 を防 止 す る と と も に，主 に草本植物 に よ っ て 表層土

を形成 し保全 しな が ら，植生遷移を進行的 に促進 させ る こ

とで ある。

　 第三 の 特徴 は，樹本 を導入す る場合，植栽 に よ るばか D

で は な く ， 種子 か ら よ り 自然 に 近い 状態で 復元 させ る こ と

に重点をお い て い る こ とで あ る。こ れ は，よ り自然に近 い

状態で か つ 自然 に マ ッ チ し た 多様性 に 富む 植物社会 を，早

土 と基礎．23− 9 （211）
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期 に 復元 し よ う とす る意図 に よ る もの で あ る。生育環境が

厳 し い 困難地 で あれ ば あ る ほ ど ， 自然環鏡 に 適合 し た 植物

社会を復元す る に は ， 種子か らの 導入が適 し て い る の で あ

る 。

1．5　開発 と緑 化 工 技術 の関達

　 1．5．1　 開 発 との 関 連

　緑化工 の 基本的立揚は ， 開発を是認 し て か か る もの で も，

また ，開発 を促進 しよ うとす る もの で もない 。こ の こ とは ，

誰 も が 自然破壊 を伴 う開 発 は 行な わ ず に す め ば ， そ れ に ま

さる こ と は な い と思 うこ と か ら当然な こ とで あ る 。

　 と こ ろ が，人 間 が生活 し て い く以上 は，開発を行なわず

に す む は ず が な い の が現実 で あ る。

　 そ こ で ， あ る 開発が是認 されて よい か 否 か の 判断の 資料

を提供 し，ま た ， 決定 し た 土木開発の 施工 に際 し ， 保全 を

H 的 とす る緑化 の 施工 方針 と技術を示 す こ と が ， 緑化工 の

役割で あ る。

　 と こ ろ で ，開発 に際 して ，国 お よび 地 方庁 の 定 め る 「自

然環境保全基本方針」 に い う（1｝事前調査 と  事後手当て が

必要 で あ る。

　（1） 現況調査 ， ア セ ス メ ン ト （代替案の 比較 を含 む ）

　  　環境 ・土地保全お よ び生物保護対策 ；自然環境保全

　　技術

　以 上の うち ，現状 で は （1］は 厳 し く要求 され 実施 され て お

渦　　tL の 由 Pt．　d、掘 淘 ヨ国本 　r士右崖 ．tS缶dthT．ξギ魚 陰モ始暫 謂 峇 か
ノ 　　7　　　 、 　

「’　　L　　 丶　　∪ 　7 レレ 凵 w＋凵且 　　  　L降 亠　　　　JtJ 　Iズ♂　　　　A ℃te 、　　　　「〕P 　　卜fF ；s ．　v ．

ど）は ，非常 に 綿密 に 行 な わ れ て い る。

　 こ れ に 対 し ，   は 空文化の 状態 で あ り，時 に は無視され

た り，また，［1）と混同され た りして ， 実施 に は ほ ど遠い
。

　本来 ， （1）8（2）は 深 い 関連，もし くは 密着 し た 形 で ，平行

釣 に 進 め るべ き性格 の もの で あ り， 計画 された開発事業の

可否は ， 田，  を通 じ て 慎重審議の うえ判定 され る もの で

あ る 。

　 した が っ て ，納得の い く開発に は ， 納得の い く事後手当

て を計画段階で 示 す必 要が あ る。
こ の 場合， 環境緑化部門

を 受 け持 つ の が 緑化工 技術 な の で あ る 。

　以上 の こ とか ら，開発と の 関連に お い て ，緑化工 の 作業

内容 を示 せ ば つ ぎの とお りで あ る。

　U） 現況調査……過去か ら現在 ま で の 変化 お よ び 実態

　（” ） 事前評価……施 工 に よ る 環境 の 影響 ・防止 策の 比較

　　　　　　　　　 ・評価

　の　事後手 当て …土木施工 中 ・後の 保全 ・緑化施 工 の 基

　　　　　　　　　本方針

　以 上 の よ うに，開発との 関連 に お い て，緑化 工 技 術 は

「開発に 伴 う環境影響の 事前調査の 資料を作成検討 し，事

後手当て と して 環境保全 ・自然保護の た め の 施 工 技術」 で

あ る と い え る。

　 1．5．2 緑化 の 考 え方 の誤解 に つ い て

　（1） 生命 に か か わ る い わ ゆ る化学的公 害や そ の 他の 公 害

September ，1975
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と，回復 の 見込み の あ る 個所で の
一時的 な植生の 破壊 とは

事情 を異 に す る。こ の た め ，植生保全 分 野 で は 幅 の あ る 対

応が可能 で ある。し た が っ て 　保全地域 の 指定に よ る 「地

帯区分と規制」 をま ず定 め ， こ れ に 従 い 施工 すべ きで あ

る。

　  　開発に よ っ て で きた裸地部を ，

一
律に何がな ん で も

緑化 しよ うとす る もの で は ない
。 た と えば，採石 跡 の 残壁

に対 し，技術的に は 必ずし も不可能で は な い に して も，残

壁 をそ の ま ま有効に 活用で き る揚合や 緑化投資の 高額な割

に は効果が少 な い と判断され る 場合な ど に は ，土地保全 ・

防災上 の 支障 が なければ ， 視野を広 げて 別 の 見方 か ら検討

す る 余地がある 。

　（3） 開発 に よ っ て 生 じ た 急斜面の 岩壁 をそ の ま ま の 形 で，

修景処理的な緑化を行なうか ， そ れ とも ， 緩斜面 に 切りな

らし て森林に まで遷移が期待で き る よ うな方法 で 施工 す る

か 否 か ，大 き い 景観的 配慮 と防災的配慮 か ら判断 を要 す る 。

こ の 揚合，緩斜面 に切る ほ ど破壊面積が拡大する こ と も考

えな けれ ばな らな い。む し ろ，擁壁 な ど の 土木工 事 の 助け

を か り，破壊面積 をで き る だ け少 な く して ，修景的処理 を

行な うほ うがよ い 場合 もあ る 。

1．6　現 在の 緑化 工 技術の 問 題点

　技術問題 の 処理 の み で は ， 問題が解決で きない と こ ろ に，

現在の 緑化工 技術 の 悩み が あ る 。

　 1．R、1　 紀 距 儒 T 生 目々 の 誌 ［天1

　 1） 手続 き上

　  施工 業者お よ び コ ン サ ル タ ン トの 選定の 誤り

　  緑化施工 費， 保護管理費の 出 し惜しみ

　2） 技術上

　  土工 上 の 問題

　　急斜面 で 植物 の 生育が む ず か し く斜面 が 不安定

　  緑化基礎工 が 不十分

　  強雨期 ， 寒期 の 施 工 に おける 侵食防止材 （剤） の 選択

　　 の 誤 ！1

　  追 肥 の 不実行 ， お よ び ， 追 肥 ， 基肥 の 施与不適正

　  木本植物導入の 不徹底

　  植物の 種類選 定の 誤 り

　つ ま t），緑化施工 の 失 敗 の 原 因 は，緑化工 技術の 知 識 が

不足 し た ま ま，立案 ・設
’
計 ・施工 し た こ とに よる こ とが多

い 0

　1．6．　2　緑化 工 技術発展 を は ばむ も の と発 展 策

　1）　発展 をは ばむ もの

　  施工 業者 は 中小企業が 多く，そ の た め，特に機械設備

　　投資が 不十分 で ある。

　  技術研究機関 （国 ， 公 ，私 立機関）がき わ め て 貧弱 で

　　 あ る 。

　  下請け作業が多い
。

　  同業問の コ ス トダウ ン 競争 が は げ しい。
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  緑化工技術者が少 なす ぎる。ま た ，技術者 と し て 公認

　す る 制度 が な い
。

  緑 化基礎 工 の 施 工 能力を持つ 緑化施 工 業者 が きわ め て

　少 な い。

  各業者 の 特色あ る技術 （工 法 ， 資材）がな くな りつ つ

　 あ る。

  土木 技術者の 緑 化 工 に対 す る認 識と理 解 が 少 な い
。

2） 発展策

  技術研究機関の 充実

  緑 化施工 の 分 離発注

  施工 業者の 技術 の レベ ル ア ッ プ と緑化工 技術士の 公認

　制度 の 確立

 
一

般土木技術 と 緑化工 技術との 連け い 強化

  設計者 に 対 し技術の 認識 を徹底させ る

1．7 お わ り に

　 緑化工 技術 の 概要につ い て 紹介 し た が ， ま だ，着手 され

ず 未解決 の ま ま残 され て い る 問題 も少 な くな い
。 た と え ば ，

各種郷土植物の 導入方法 ， 天然更新 の 技術， 管理技術な ど

に 関 し て は，なお，多 くの 研究課題 が残 され て い る 。

　 こ の よ うな 自然の シ ス テ ム の 回復に関す る 問題 は，広 い

分 野 の 人 々 の 協力 に よ る長年月 に わ た る努力 が必要 で あ る。

特 に，土木，地質，隹態の 分野 の 方々 に ご理解と ご支援 を

念願 す る しだ い で あ る 。
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