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オ ラ ン ダ に お け
一
る 土 質 工 学

ニ う の い い ち ろ う

河 　　野 　　伊 一 郎
＊

1． は じ め に

　昭和46 年か ら47年 に か けて ， オ ラ ン ダの デル フ ト工 科大

学 （Delft　University　 of　Technology ） に お い て 研 究す る

機会を与 え られ ，そ の際 ， オ ラ ン ダお よ びその 周辺 の 土質

工 学 の 実践を見学 し，本誌 の 昭和48年 6 月号 （No．724）

に 「オ ラ ン ダの 最近 の 土質工 学」 と題 し て，土質工 学 の 概

要などを報告 した。昨年の 夏，再び デル フ ト工 科大学お よ

び オ ラ ン ダの ワーゲ ニ ン ゲ ン （Wageningen ） とい う と こ

ろ に あ る研究所 （lnstitute　 for　 Land　 Reclamation　 and

Improvement）に 出張す る こ と に な り，周辺 の 大学や 研 究

所を訪問する こ とが で きた
。

こ の 3 年闇に オ ラ ン ダの 土 質

工学が大 き く変化 し よ うは ずもなく， む し ろ 日本 にお け る

変わ りよ うの 激 し さ を感 じ させ られた くらい で あ る。

　そこ で 今回 は，大学や研究所 で 交 し た 会話な どか ら感 じ

た こ とを中心 に，四方山談 に なる こ とをお許 し願 い たい と

存 じ ま す。こ の 小 文 が，今後，オ ラ ン ダ へ 渡 られ る人 ， オ

ラ ン ダ人を迎え られ る ときの 河 か の 参考に なれ ば幸い で あ

る 。

2．　 オ ラ ン ダと日本

　日本に と っ て オ ラ ン ダは 長崎 の オ ラ ン ダ屋敷 を引き出す

まで もな く，歴史的 に み て 特別 な 関係を有 す る 外国で あ っ

た こ とは 周知 の こ とで あ る 。 日本h：　300 年 に わ た っ て 鎖国

を し て い た と きに もオ ラ ン ダは 唯一の 交流の ある 外国 で あ

り，ま た 明治 に入 っ て も ， 日本 の 河川改修の 指導 に あ た っ

た デ レ ーク教授，八 郎潟 の 干拓事業の た め に 目本政府 か ら

招請 され たヤ ン セ ン 教授な ど， 日本の 土質工 学 の 発展 に最

も貢献 し た の は オ ラ ン ダの 土質工 学技術者 で あ っ た とい っ

て も 過言 で は あ る ま い 。し た が っ て t オ ラ ン ダは ヨ ーロ ッ

パ の 非常に小 さい 国 （日本 の 約1σ分 の 1 ）で あ る に もか か

わ らず，わ れ わ れ は 他 の 外国 と違 っ た 特 別 の 近 親 感 を もつ

の で あ る 。 さ て ， オ ラ ン ダと日本 とは ，非常に よ く類似し

た と こ ろ と，逆 に 全 く好対称の 部分 と が あ る よ うに 感じ ら

れ る の で，以下 ，オ ラ ン ダを日本 と比較 しつ つ ，そ の 概要

を紹介す る こ と に し よう。

　オ ラ ン ダ とは Holland か ら来 て い る。 こ れ は 首都ア ム

ス テ ル ダ ム （Amsterdam ）を含む一つ の 州 の 名前 で ある 。

写翼一1　 デ ル フ トの 運河

＊　工 博　岡山大学教授　工 学部土木工 学科

　　 圏驪 海水面より低 い 地域

　　 囮
溂 ハ ン ラ抛 域

図一1 オ ラ ン ダの 水害危 険地域は 国土の 半分に及Pt
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だ か ら正 し くは 英語 で The 　 Netherlands （複数に な っ て

い るの は南ア メ リカ の ス リナ ム 植民地 を含ん で い る た め で

あ る ）， オ ラ ン ダ語 で Nederland
， フ ラン ス 語 で は Les

Pays　 Bas，それ らは い ず れ も 「低 い 土地」 とい う意味で あ

る 。 図
一 1を見て い た だくと黒 く塗 りつ ぶ した部分 は 堤防

がな けれ ば海面下に 没す る地 域で あ り， それ は国土の 約半

分に も相当する 。
こ の 低 い 小 さい オ ラ ン ダ に ラ イ ン 河

（Rhine），マ ー
ス 河 （Maas ）， そ して ス ヘ

ル ト河 （Schel一
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表
一1　 オ ラン ダと 日本 との 対比

　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　備考 （オ ラ ン
オ　 ヲ　 ン 　ダ　　 日　 　　 　 本
　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　ダ／日本

国　土 　面　積 34．000km2370 ．000km2 （1／11）

人 　 　 　 　 　 口

　（人 口密度）
　1300万人

（380人 ／km り

11000万人

（280人 ／km2 ）

（1／9）

首 都 蔑鵬 鷹
ム

　 簣1D。粛
（1／11）

　 　 　 　 　 　 　 ロ ッ テル ダ ム
商 　業 　都 市
　 　 　 　 　 　 　 （70万入）

大阪 一神戸

（700万人 ）

（1／IO）

工 業ベ ル ト腑
糖

鳶諡興
大平輪鯊野 　

（1鋤

最 高 標 高 　 （

　 360m
東南丘 陵）

3776m
（富士山）

（1／10）

土地 造 成 ・ 積 7・… k  巨 ・・ km ！
（7）

dの の 3大河川が 流 れ 込 ん で い る。ま さに ， 水 に 浮 か ん だ

（オ ラ ン ダ人 に よれ ば 水 に 浮 か べ た ）国 とい え る の で あ る 。

水 の 脅威は 1年 365 日 ， 1 日24時間続くの で あ る。 日本は

確か に水害 の 多い 国で は あ る が．オ ラ ン ダの よ う に 1年 365

日緊張が続くと い うの で は な く，台風時と集中豪雨時に 限

られ る の は まだ幸い だ と彼らが言 うの も理解で きる e

　表
一 1の オ ラ ン ダ と 日本 の 諸数値 の 対 比 を み て い た だ き

たい 。

　オ ラ ン ダの 人 口 密度 は平方 キ ロ あた り380 人 で ，っ い 最

近 ま で 世界第
一

位で あ っ た （現在 で は，バ ン グ ラ デ ィ ッ シ

ュが第
一

位 で あ る）。しか し ， オ ラ ン ダの 国内を 自動車 で

走 り， 地平線 に 沈む夕日をなが め て い る と， とて もその よ

うに は 思 え ない
。 な る ほ ど，オ ラ ン ダは 国土の 80％ が平地

で ， 20％が河湖 で あ る。一方 ， わ が国は80％が山岳 で ， 20

％が利用可能面積と全 く逆 に な っ て い る 。 実質，世界第
一

の 人 口 密度は 目本で あ る と い え よ う。

　オ ラ ン ダは北緯 51° 〜54°

に位置 して い る の で，緯度で

い えば樺太 あ た りに相当す る が北上す る暖流の 影響で，気

候は北海道と考 えれ ば大差は な い
。 た だ 山が全くな い の で

冬期の積雪量 は せ い ぜ い 10〜20　cm 程度で あ る 。 した が

っ て ス キー
に あ らず，ス ケートが盛 ん で ，札幌冬期オ リ ン

ピ ッ ク で の ア ム ス テ ル ダム 大学生 シ ェ ン ク の よ うな超人的

なス ケ
ート選手 が 出 る こ とに な る。国土面積 は 約 34，000

km2 で あ る か ら日本 の 四 国を少 し大きくし た 程度 で あ り，

目本の 約 10分 の 1 で あ る。い ま こ の 日本 の 10分 の 1 の ス ケ

ール で オ ラ ン ダを測 っ て み る と妙な対応 が あ る こ とに気が

つ く。首都 ア ム ス テル ダム （ハ
ーグ （Den 　Haag ） に 国会

があ る の で ， 首都は ハ
ーグだ と主張す る人 もい る）は東京

の 約10分 の 1 の 100 万人都市で ある。ア ム ス テ ル ダム に対

し て ， 商業都市で あ り， 世界第一の 規模 を有す る港 湾都市

で あ る ロ ッ テ ル ダム （Rotterdam ）は首都ア ム ス テ ル ダム

の 西南 60km に あ る 70 万 人都市で あ る 。
こ れ は東京の 西
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南 600km に存在す る 700 万都市 の 大阪一神戸 に相当す る 。

人 口 が集中し ， 商工 業が盛 ん な地帯 は こ の 目本 の 東京
一

大

阪 600　km の 太平洋 ベ ル ト地帯に対 し て ， ア ム ス テ ル ダム

ー
ロ ッ テル ダ ム 間 60km の 北海ベ ル ト 地帯が あ る 。 さ ら

に 名古屋 に対 応 させ て ハ
ーグ，京都に 対応 させ て デ ル フ ト

を考える とち よ うど説明がつ くこ と に な る e 日本で一番高

い とこ ろ が富士 山頂の 3776m で ある の に対し，オ ラ ン ダ

で は東南 の ドイ ツ 国境の 360m 丘 陵 で あ る の は 偶然で あ

ろ う。

　余談に なる が ， デル フ ト大学の あ る 教授 は 第二 次世界大

戦中 に 日本軍 の 捕虜とな り，東北地方 の 釜石 で 働 か され た

とい うこ とで ， 今は 日本語はほ とん ど忘れた が ，
「キ ョ ッ

ケー （気 をつ け）」 だ けは 覚えて い る とい う。彼が言 うに

「オ ラ ン ダが海外進出を図っ て い た と きに ， 日本は鎖国を

して い た の は お もし ろ い 比較だが ， オ ラ ン ダは ドイ ツ 軍が

攻め て きた と きに，勝て ない 戦い に は ま っ さきに両手 を 上

げ た 。 目本は ど うし て，あ れ ほ ど痛 め つ け られ る ま で抵抗

し た の か ？」 と真剣な顔付きで質閊を し た が ， 私が うま く

答え られ な か っ た の は，あ な がち英語が下手なた め だけで

は なか っ た。

3． オラ ンダの土質工 学の 特徴

　幼 い こ ろ ， オ ラ ン ダの
一

少年 が水害 か ら村 を護っ た とい

う寓話 を聞 かれた方 が 多 い と思 う。　「Hans とい うハ
ー

レ

ム （Haarlem ） に 住 む少年 が あ る 日， 堤防 の 内側（堤内地）

の 小 さ な 孔 か ら水が湧出 し て い る の を発見 し ，

一
晩中 こ れ

を手 で おさえて が ん張 り続け ， 村人 の 助 けを待 っ て 堤防を

欠壊 か ら救 っ た」 とい うお 話 で あ る。こ れ が実話 か どうか は

定か で は な い が，ノ ・ 一レ ム の 近 くの ス パ ーン ダム （Spaarn −

dam）と い う とこ ろ に そ の 少年の 記念像が建 て られ て い る 。

ワ
ーゲニ ン ゲ ン の 研究所 で こ の 話 を もち出 し た ら， 「私 は

大学の 土質の 講義に い つ もこ の 話を して い る」 とい う。 こ

の 堤防の 小 湧水 は ， 進行性パ イ ピ ン グ現象に よ っ て 堤外部

へ と水路 が発達し，そ の 結果，堤防の 全体的 な破壊 に至 る

の で あ る 。 さ らに 「こ の 小湧水が澄 ん だ水で あれ ば危険性

は少 な い が，濁 り水 で あ れ ばパ イ ピ ン グが進行中で あ る の

で 特 に注意 を要 す る」 とつ け加 え た 。

　こ の オ ラ ン ダ少年 の 話で代表 され る よ うに，オラ ン ダの

歴史は お そ い か か る 水との 闘い の 歴史 で あ り，土質力学が

体系だ て られ る以前 か ら，オ ラ ン ダ 人 は 生 活 の 知恵 と して ，

堤防の 安定 と排水 とい う土質工学を実践 で 感 じ とっ て い た

の で あ ろ う。もち ろ ん，現在もな お ，オ ラ ン ダの 土質工 学

は ポ ル ダ
ー

（Polder） と呼ばれ る干拓事業 で 代表され る。
「地球は 神 が 造 っ た が，オ ラ ン ダは オ ラ ン ダ人 が 造 っ た
“God 　made 　the 　sea 　but　the　Dutch　made 　the 　 coast

”

」

の
一一

言が ，広大 な干拓を成功せ しめ た オ ラ ン ダ人 の 誇 り を

あらわ し て い る よ うに思 わ れ る 。 オ ラン ダの 土質 工 学 の 技

術者 が Polderの 歴史 ， 現在の 干拓事業 を語 る とき， 独特

土 と基 礎，24− 5 （219）
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表一2　オ ラ ン ダ干拓 の 歴史

一 一
13，14，15世紀

16，17　　世紀

工＆ 19　 世紀

20　 　 　 　 世紀

計

1Q5，850　ha

187，940ha

193，400ha

241卩00Dha

728，工90ha

の 高い 口 調 に な る の に気付 くの は私 だ けで は ある ま い 。

　前 に も述 べ た よ うに オ ラ ン ダ国土 は ， 皿 を水面 に 浮か べ

たよ うに，国土の 周囲が高く， 中央部が低 く， 海 に 浮 か ん

で い る よ うな国で あ る 。 そ の Polder と呼 ば れ る 干拓 の 歴

史は 12世紀 に 始 ま る とい わ れ て い る 。 も ち ろ ん 当時 の もの

は 集落 ご とに輪中堤 の よ うな もの を造 っ て 自分達 の 農地 を

守 る と い う小規模 な もの で あ っ た に 違い な い 。ア ム ス テル

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　の
ダム ，

ロ ッ テ ル ダム の よ うに ダ ム を語 尾 に す る地名 が オ ラ

ン ダの い た る とこ ろ に 存在す るの は そ の 名残りで あ る 。
15

世紀 の 初頭 に 風 車 （Windmill ）が発明 され て ，排水が人力

か ら風 力 の 利用 へ と移 っ て ，干拓 の 規模も飛 躍 的 に大 き く

な る。さ らに，
“

風 ま か せ
「1

の 風車 に 代わ っ て 19世紀に蒸気

エ ン ジン が発 明 され る に 至 っ て ，よ り確実な もの とな っ た 。

19世紀初頭 の オ ラ ン ダは約9000個の 風車 が あ り，排水 は も

ち ろ ん の こ と脱殻，製材用 に も用い られ て い た が，現在で

は 観光用 な ど約 900個が残 さ れ て い る の み で あ る。残存 の

風車 に は，保存会 の よ う な もの が作られ て い る そ うで あ る。

オ ラ ン ダで は 11月〜3月 の 冬期 は 厚 い 雲が空 をおおい ほ と

ん ど太陽 がみ られ な くな る 。 風速 10〜15m の 季節風 が雨，

雪混 じ りに 北海か ら吹きつ ける 。 北海 に向か っ て 立ちは だ

か っ て い る よ うに もみ え る 運 河 沿い の 風車 （高さ 10〜30

m ）が ， 強い 寒 風 を受 け て
“

ブル ン ブル ン
”

と回 るの をな

が め て い る と ， 厚 い 毛皮 コ
ートに身をくる ん で い て も身震

い がす る。

　表一 2 に 示す よ うに ，こ れ ま で オ ラ ン ダ で は約 7，300

km2 の 干拓 に よ る 土地造成 を行な っ て きて い る 。

　一方，わが国は 埋立て に よ っ て ， 約 1，200km2 の 土地を

造成 した が，日本に造られ て い る ゴ ル フ 場の 総面積 が，た

ま た ま この 埋 立て に よ っ て造成 し た 土地 の 面積に ほ ぼ近 い

とい わ れ て い る 。 目本は一生懸命埋立 て 事業をお こ して ゴ

ル フ 場を造 っ て い た の か と悪口 をい う人もい る か も知れ な

い 。ヨ
ー

ロ ッ パ 大陸で は ゴ ル フ は決 し て盛ん で は な く， オ

ラ ン ダに も北海に面 した砂州 に 2 つ の ゴ ル フ 場があ る だけ

で あ る。ゴ ル フ 発祥の 地 は オ ラ ン ダで ，
「ヘ ッ ト ・ゴ ル ヘ

ン 」 とい う競技 か ら
「 ゴ ル フ 」 とな っ た とい う説もあ る 。

ヨ ーロ ッ パ 大陸を列車で 旅す る と，ゆ る やか な傾斜，青々

と した 芝草 に 見 え る 草原，こ の ままで ゴ ル フ 場に 使 え る，

と考える の はや は り日本人 か 。

　 さて ， オ ラ ン ダの 土質構成を大局的に み て み る と，細砂，
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粘土，ピートで ，岩や レ キ は皆無で あ る （必 要 な岩や レ キ

は ドイ ツ な ど か ら輸入 して い る ）。砂は ， 北海に 面 し た 砂

州 と東部 ， 南部の ドイ ツ 境界に 多 く分布 し て い る 。 国土 の

中央部 は 海面 よ り低 い 部分 が 多く，深 くな る と砂層で あ る

が，粘土層 があ り，表層 に ピートが分布 し てい る 地帯が あ

る 。
し か し ， 全般的 に い っ て 砂層が 多 い た めに ，日本 の 軟

弱 地盤 を思 わ せ る よ うなもの は 少な い よ うで ある 。 特 に 日

本 の 埋立 て 地 の よ うに，造成後，数年 は お ろか 十数年間も

人が 入れ な い とい っ た こ と は 皆無で ，多 くの 干拓 地 は排水

の 翌 目か ら ブル ドーザーが走 る とい うよ うな好条件 に 恵 ま

れ て い る 。 した が っ て サ ン ドドレ ーン やペ ーパ ードレ
ー

ン

工法と い うの は，日本 の よ うに は 普及 し て い な い よ うで あ

る 。 干拓地 に は，排水後も土中に 塩分が残留す る が ， そ の

除去が な か な か や っ 介 で あ る 。
こ れ に は 降雨に よ る 洗浄 の

他 に ， 葦を人 工 植生 し，こ れ に塩分 を 吸収させ て 除塩 を促

進 して い る と い うこ とで あ る 。 目本の 干拓地の よ うに ， こ

こ に 米作 を 計画す る 場合 に は塩分濃度の 制約がきび しい が

オ ラ ン ダの 場合 に は 牧草 で もよ く，条件は 必ずし も等 し く

な い 。さ らに 地層構成 は 目本 の 場合に 比べ て教科書的 とで

も い え よ うか ，す な わ ち ， 水平，等厚，等方，均質とい っ

た 言葉が 使 い や す く， そ うした点 で は 恵 まれ て い る とい え

よ う。ス カ ン ジナ ビア の quick　clay な ど特殊なもの もあ る

が，全般的 に 目本 の 土質工 学 は 世界で 最 もむ ず か しい とい

う印象を今回 も強 く し た 。

　道路網 の こ と，地下 鉄 の 建設に つ い て 少 し述べ て お きた

い と思 う。

　オ ラ ン ダの 道路網は，単位面積あ た りに し て 世界
一

の 密

度 で 完備 され て い る とい うこ と で あ る 。 新しい 堤防 の 上 に

は 必 ず高速道路 が 走 り，古 い 堤 防 を利用 し て道路が建設 さ

れ て い る 。 交通量 が 少な い とこ ろ で は 2 車線の 道路で あ る

が，そ の 両側 に は 草 の 生 え た 土地が帯状に残 され て い る 。

将来，交通量が増 し た と きに ，い つ で も 4 車線に 拡幅 で き

る よ うに と の 配慮だ とい う。人家 の 近 くや 街中で は ， 自転

車専用路線が備 えつ け られ て お り ， 役所も会祉も，もち ろ

ん学校 に も自転車置場が準備され て い る。オ ラ ン ダ は 自転

車 が最も普及 し て い る 国で あ り ， 政府もこ れを奨励して い

る。しか し，自動 車 も決 し て 少なくは なく， ス ピードも，

運転 マ ナ
ー

も日本 よ り立派だ とは 必ず し もい えな い。した

が っ て ，交通事故も結構多い よ うで あ る。

　地下鉄 に つ い て は，世界一短 い と 自慢 （？） の もの が ロ

ッ テ ル ダム で 営業され て い る 。
ま た ア ム ス テ ル ダム に は ，

現在 ， 地下鉄 を建設中で あ る 。 や は り地下水位が高 い お国

柄の こ と， 地下水位低下工 法が成否 の ポイ ン トだ とい うこ

と で あ る 。
しか し ， 透水係数が 10

−3
　cm ／sec の オ ーダで あ

る と こ ろ が多 く， そ の 点 で は好条件を備えて い る 。

4． オラン ダ干拓 の 3 大プ ロ ジ ェ ク ト

オ ラ ン ダに おけ る現在の 建設工 事を語る とき こ の プ ロ ジ
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図一2　 オ ラ ン ダの 最近 の 干拓 プ ロ ジ ェ ク ト

　　　 （  N   は Zuiderzee　Projectに よ る Polders）

エ ク トを除くこ とは で きな い
。

　図
一2に 示され る よ うに，今世紀に入 っ て つ ぎつ ぎ と三

つ の 干拓 の 大プ ロ ジ ェ ク ト （the　Zuiderzee　 Project，　 the

Delta　Project，　the 　Wadden 　Plan）が発表され，そ の うち

の the　Zuiderzee　Projectと the 　Delta　Preject の み が実

行 に 移され ， 完成間近 で あ る 。

　4．1The 　Zuiderzee 　Project （ゾイ デル 海干拓計 画）

　冬期の北西 の 強 い 季節風 と北海 の 高波 は オ ラン ダの 北西

海岸沿 い に延 々 と砂州 （dune ）を造 り， その 高 さは 20・−

50m に な っ て い る。こ の 砂州 は ワーデ ン （Wadden ）群島

の 付近 と，ライ ン 河 ，
マ ース 河 の 河 口付近で と切れ て不連

続に形成さ れ て い る 。
こ の と切 れ た 砂州 の 部分 を人 工 的 に

堤防 （dyke） で締め 切れ ば 国 を囲 む 大堤防 が 完成す るわ け

で あ る。 その 第一
の 計画は ， 図一2 の ゾイ デル 海 （Zuider・

zee ）を堤 防 で 締め 切 り ， 干拓地 と淡水湖 （ljssel　Lake）

を造 る と い うもの で ，The　Zuiderzee　Project と呼 ばれ て

い る。こ れ は今世紀の 初頭に C．　Lely 博士 に よ っ て発案，

計画 され ， 1927年 に Enclosing　dam と呼ばれ て い る 延 長

表一3　The 　Zuiderzee　Projectに よ る干拓地

Polder 名 面　 　 積 　 　工 　　 期

＠ Wieringermeer　Pelder

  Noo 匸doost　Polder

  Qostelijk　Flevo呈and

  　Zuiderlijk　Flevoland

  Mankerwaard

計

2疋），00Gha48

．000ha54

，000ha43

，000ha60

，  00ha

225，000ha

1927−301937
− 42

工950−571959

−681963

− 80

19M − SO
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32km
， 天頂幅 90　m の 大堤防の 建設 に と りか か り，5 年

後 の 1932年 に完成 し た 。 締切 り部の 平均水深 が 5m ，細砂

地盤 と い う好条件で あ っ た に廿 よ，当時世界的 な大土木工

事 とし て注目を集め た もの で あ る e こ の プ ロ ジェ ク トは ，

こ の 大締切 りで完 了 す る の で は な く，さ らに そ の 内測に ，

第 2の 堤防で と り囲み ，その 2 重締切 りの 内側 の 水 を排除

して 干拓地が造成され る。す な わ ち， 2 重 に 締 め 切 られ た

大輪中堤 に 囲 まれ た 干拓 が で き上 が る わ けで ある 。

　 そ して 残 る た ん水部 は ア イ セ ル 湖 ， ア イ 湖 （lj　 Lake），

そ し て 運河 （Kanaal） と し て 利用 され て い る。ア イ セ ル 湖

に は ライ ン 河の 支流の ア イ セ ル 川が流れ 込 み，次第に淡水

化され ， 利水 の た め の 大貯水池と な っ て い る 。 こ の プ ロ ジ

ェ ク トの 第一の 目的は い うま で も な く干拓地 の 造成 で ある

が，そ の 他に，淡水湖 が形成され ，海岸線 が 短 くな り（300

k皿 が 30km の
111

。 に短縮され た ），道路が堤防の 上を走

る こ と に よ り交通網 が改善 され ，さ ら に 淡水湖 の 水面が一

定 に保たれ る の で ，Polder の 堤防 の 維持管理 が 安全容易

に なる など ， 多 くの 利益 がもた らされたの で ある 。

　 こ の プ ロ ジ ェ ク トの 中で ア ム ス テ ル ダム の 近 くに ア イ 湖

が 残 され た一つ の 理由と し て は ，国鉄ア ム ス テ ル ダム 駅 な

どに は多くの 木グイ が用い られ て お り，地 下水位が低下 す

れば そ の 木 グイ が腐食す る の で ，地下水位を従来どお り保

っ た め の 措置 だ と もい わ れ て い る 。

　なお ，ア ム ス テ ル ダム の 駅 は ，以前の 東京駅に 酷似 し て

い る こ とに 気づ く。明治 の 日本 の 国鉄技術者が，東京駅 を

造 る ときに ア ム ス テル ダム の 駅 を参考 に し た とい わ れ て い

る。ヨ ーロ ッ パ の 大都市 の 駅 は す べ て 終着式 とで もい え る

もの （列車が駅 に 入 る ときと出 て 行 くとき とで は逆方向 と

な る ）で ある の に 対 し ， ア ム ス テ ル ダム や ロ ッ テル ダム の

駅 は 通過式 で あ り，日本 の 国鉄 は 当初 オ ラ ン ダの 通過式 を

採用した わけで ある 。

　4．2The 　Delta　Project （デル タ計 画 ）

　The　Zuiderzee　Projectヵミ干 拓造成 を主 目的 と し て い る

の に対 し，こ の The 　 Delta　Project は防災 を第一の 目的 と

し て い る とこ ろ が異 っ て い る 。
1953年 の 2 月 1 日に発生 し

表一4　The 　Delta　Projectの 締切 リ工 事

・ξ
一

一
  Haringvliet

  Brouvvershavensche　Gat

  Eastern　Scheldt

  Veersche　Gat

  Zendkreek　Dam

  Grevelingen　Dam

  Volkerak 　Dam

  Kape ！e，　 a．　d．　Ijsse1

The 　De ！ta　Project

ダム，水 門

ダ　ム

ダ　ム

ダ　ム

ダ　ム

ダ　ム

ダ　ム

水 　門

1

V954− 711963

− 721966

・−781955
− 611955

−611957

− 701956

− 701953

− 58

1953− 78

土 と基礎，24− 5 （2tg）
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図一3　 工he　Delta　pro二ect

た大水害は ロ ノ テ ル ダム の 西 南部 の 低地 を 1S ，　OOO　ha に わ

た っ て 水没 させ ，約 2，eOO 人 の 死者 を出 し た
。 オ ラ ン ダが

経験す る水害は 日本 の 場合 とは 全 く状況 を異 にす る。日本

の 場合に は，降雨 が や み，時間 が経過す る と河川 の 水位が

下 が り，は ん らん し た水 の 大半 は 自然排水 され ，欠壊 し た

堤防の 補修は ドライ ワ
ー

ク が可能で あ る。一方 ， オ ラ ン ダ

で は，そ れ らは 望む べ くもな く，国土 は 海底 に没 し，排水

は ポ ン プ ア ン プ に よ らね は な ら ず，そ の 損害額 は ば く大と

な る 。

一た ん 海面下 に 没す る と塩分の 除去 に 相当な年月が

か か り，ま た 堤防の 欠壊個所 の 復旧は 流水中の 難工 事 と な

る 。 した が っ て オ ラ ン ダに お け る 堤防建設に お い て は ， 目

本の そ れ とは 段違 い に 大 きな安全率 をと る こ とに な る の は

当然 とい え よ う。さて ，こ の 1953年の 大水害 を契機 と して ，

そ の 後 1個月 を待 たず して ，こ の プ ロ ジ ェ ク ト を打ち出 し

た とい うこ とで あ る 。 大綱は ， 当時の 堤防の 外側 に さ らに

大きな締切り を して 外海の 脅威を 2 重 で 防 こ う とい うもの

で ， 8個所の ダム や 水門の 建設 が 主 た る T 専 で あ る。

写真一2　デル タ ワ
ー

ク の 締切 P工 事 （Haringvliet）

May ，　1976

　 こ の プ ロ ジエ ク ト に よ り，
15，　OOO

ha の 干拓，52，000　ha の 淡水湖 が で き

る 。 こ の 工 事の 説明 と写真集が The

Pubhc　Works か ら
“The　tlde　goes

out
”

と して 出版 され て い る。

　 43Wadden 　 Plan （ワ ーデ ン 計

　　 画 ）

　 オ ラ ン ダ北部 の 北海 に 浮 か ぶ 五 つ の

ワ ーデ ン 群島を堤防で 締 め切 り， 大干

拓地 の 造成 を行ない ，ワ
ー

デ ン 海を淡

水湖 に し よ うとい う計画で あ る。こ の

島群は砂川 の
一

部 で あ るが，無数 の 野

昌の 生棲地 で あ り，国民の 保養地 と し

て 親 し ま れ て お り，ま た，ワ ーデ ！ 海

は漁場 と して 欠 か せ な い もの で あ る。

こ れ を締 め 切 D ，汚れ た ライ ン 河の 水

を こ れ に 貯留すれ ば魚 も住 め な くな り，

野鳥 もよ りつ か なくな る だ ろ う。し た

が っ て，こ の 計画 は 中止 とみ て よ い よ うで あ る。

　 ライ ン 河 の 水 は ， ドイ ノ の ル ール 地方 で 徹底的 に 汚 され

る 。 今や魚一匹生棲で きな い とい わ れ て い る。それが ドイ

ツ か らオ ラ ン ダ へ 流 下 して くるの に ， ど う し て オ ラ ン ダは

ドイ ソ に 黙 っ て い る の か と不思議 に さえ 巴 え た。 ドイ ソ の

産業 の 発展 は オ ラ ン ダ経、斉の 成長 に つ な が る の で ， その あ

た りが むず か し い とこ ろ だ と い う話 で あ っ た 。パ リの セ
ー

ヌ 河，ロ ン ドン の テーム ス 河 と比 べ て 日本 の 河川 は 決 し て

特 に汚 れ て い る とは い えない 。い ず こ も同 じ悩み をもっ て

い る とい う こ と で あ る。

5　 教育 ・研究

　 オ ラ ン ダ に は Amsterdam ，　Delft，　 Emdhoven ，　 Ensche

de
，
　Leiden，　Gronmgen ，

　Den 　Haag ，　NiJmegen ，　Rotterdam ．

Ut「ech 亡 Tl「bu「9 ，　Wageningen に大学 な どがあ り， こ こ

で は ま た 　NUFFIC （Netherlands　Umversities　 Founda

tlon　for　International　Co−−operation ）と い う名前で Inter

natlonal 　Course が開か れ て お り ，　 Lff界各国か ら研修 に 技

術者 ， 学生が集ま っ て い る 。 そ の うち 土質関係の 教育，研

究 を し て い る もの は Delft　Universlty　 of 　Technology と

“
igriculture 　Wagenlngen　Unlversltyとで あ る 。 前者に は

付属研 究機関 と して ， Dr 　 SteVlnを記 念して 建 て られ た

Stevm　Ldboratoryとい うもの があ り，後者に は，　 lnstitute

for　Land　and 　Wate τ Management が あ る。　 Delftは 土木

系で あ り，Wagenmge ロ は 農 業土 木 系で あ る が，わ が 国 に

お け る ほ ど，土木とか 農業土木 の 区別は 明 り よ うで なく，

国が 小 さい がた め に か，ひ ん繁に交流を し て い る よ うで あ

る。研究 テ
ー

マ に 関 して は，特 別 目新 しい もの とい っ て は

な か っ た が，地下水 ・浸透問題 で は ， 特に地下水資源確保 ，

地下水の 塩水化，堤体の 侵透 と安定な どが と りあげられて
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写 真一3　デル フ ト工 科大学の 土木学科の 建物

い た 。 ま た t パ イ ル の ネガテ ィ ブ フ リク シ ョ ン の 問題，粒

状体の 力学，F．　E ．　M ．の 土質力学 ，工 学への 応用な ど， わ

が 国で と りあ げ られ て い る 研究 テ
ー

マ と非常 に 共 通 点 が多

い よ うに思わ れ た 。 た だ ， 岩盤力学 は なく，ま た特殊土 に

関す る 研究は ピート以外 は ない よ うで ある。

　若 い 研究者な ど の 研究発表の 場 とし て は 口目本 の よ うな

恒例 の 研究発表会や年次学術講演会 は な く，も っ ぱ ら研究

所内の レ ポートに ま と め ，さ らに 高度な もの につ い て は雑

誌な ど に 投稿す る とい うこ と に な っ て い る 。とき ど き特 別

講演会や研究委員会 が開か れ る が ， 若 い 研究 ξが 長老級 の

教授に 向 か っ て 激 し く意見をた た か わ す情景 な どは あ ま り

日本で は お 目に か か れ な い
。

　デル フ ト工 科大学土木 工学科は新しい キ ャ ン パ ス に移転

を完了 し た。 3 年前訪 れ た と きに は建設中で あ っ たが 今回

の 訪問時 に は ， ま こ と に すば ら しい 校舎が 完成 し て い た 。

300 × 300皿 の 敷地 に 長 さ 270　m ，幅 30m ，地上 7 階建 て

の 本館と実験棟 で あ る。ビル ディ ン グ建設費が65億円 （65

00万ギル ダー），内部 の 装置 に35億円 （3500 万 ギ ル ダー）

が 注ぎ込 まれ た の で あ る。こ こ で は 約 2000人の 学生 が勉強

し て い る 。 彼 らは 5 〜8 年 で 大学 を卒業す る が ，卒業する

と Ir （エ ン ジニ アー）の 称 号が送 られ社会的に も高 く評価

され て い る。ち なみ に デル フ ト工 科大学 の 3 分 の 1 の 教授

は Ir で あ る。
“

結婚 す る な らデル フ トの Ir…”

とい う歌

が あ る そ うで あ る 。

　 コ ン サ ル タ ン トは ，大き な もの が二 つ あ っ て ， デル フ ト

工 科大学 の キ ャ ン パ ス の 中に，Lab 。 rat ・ ry 　 of　 Soil　 Me −

chanics が あり，大学 とは一
応関係 な く独立採算制で や っ

て い る。もう
一

つ は ，石油で 有名な Shell　Laboratory が ，

ア ム ス テ ル ダム 駅 の 裏 の 運河 の 対岸 に あ る 。 日本 の コ ン サ

ル タ ン トとは 異な り，技術的 な指導を中心 に し た仕事を し

てい る。い ずれ の コ ン サ ル タ ン ト内 で も訪問者 に 対 して 撮

影禁止 に して な か なか 厳格 に や っ て い る。

　一般的 に 言 っ て オ ラ ン ダは 基礎教育，研究に 非常に 力を

入れ て い る とい えよ う。特 に ， ほ とん どの 大学な りそ の 関

連機関で International　Course 力二開 か れて い て ，外国入

の 教育，研 修 に も熱心 で あ る。あ る教授 の 言葉に よれ ば，

「オ ラ ン ダは資源も少 な く， （唯一の もの は 天然ガス で ，

イ タ リア な ど へ 輸出して い る 丿， 小 さ い 国 に 多 くの 人間が

住 ん で い る。 した が っ て 世 界 の 人 と仲良 くし な けれ ば将来

や っ て い け な い だ ろ う。 将来，そ の 国の 技術を リードす る

で あ ろ う人 に 便宜を図 っ て い る の だ」 とい う。 日本の 場合

に も，大 きな 木 に 肥料 をや る よ り も，種子 に 水 を与 え る よ

うな考え方 の 国際援助 が もっ と 必 要 で は な い の か と考 え さ

せ られ る。な お ， オ ラ ン ダで 開 か れ て い る International

Course の 詳 し い ニ ュース は ，東京 の オ ラ ン ダ大使館 に準

備 され て い る
“ Higher 　Education 　and 　Research　 in　 the

Netherlands”を参照 す る こ とが で き る。

6．　 あ と が き

　 「い い もの を，は や く，やす く」 と い うセ オ リー （？）

が私 の 頭 の 中に あ っ て，International　 Couse で の 私 の 講

義 の 中 で も話 し た こ とが あ る。しか し ヨ
ー

ロ ッ パ 大陸に お

け る多くの 建設 工 事をみ て み る と，少 なくと も後 の 2 項 の

“
は や く，やす く

”

に つ い て は 日本 の 比 で は ない と感 じた 。

そ の 一例は デル フ ト工 科大学 の 土木工 学 の 校舎の 建築 に 実

に 10年を費 や して い る 。 あ る現揚で やや皮肉混 じ りに そ の

意味の こ と を言 うと， “
土木構造物は ， い わ ば芸術品 で あ

り，子孫に 残すもの で あ る か ら，む し ろ 「ゆ っ く り，お金

をか けて 」 造 る の だ
”

と彼 は答 え た 。 昨今，わ が国で の 建

設工 事 は 住民パ ワ
ーに お し ま く られ て い る が ， 彼が言 うよ

うに ，工 期に お しま くられ る の で は な く，おちつ い て ， お

金をか けて ，よ い もの をつ くる ，よ うに 基本姿勢を変え る

こ とも必要 だ と思 わ れ る 。
ヨ ー

ロ ッ パ で は ， 百数十 年もか

か っ て 大寺院や 宮殿を造 っ た の も決 して め ず ら し くな く，

そ の 歴史は 今 目で も生 き て い る の か と さ え思 わ れ るの で あ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　（原稿受理 　197a　 2．9）

※ ※ ※
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