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1．　 ま え が き

　阿蘇外輪山 の 西 ろ く台地 とこ れ に連 な る熊本平野に は ，

に け 　の　 み や

八景水谷 ， 水前寺，江 津湖 や 浮島な ど多数の ゆ う泉 が あ り，

熊本 平野 は地下水の 豊富な地域 とし て 知 られ て い る 。 熊本

市の 上水道水源 は こ れ らの ゆ う水や地下水を利用して 開発

され ， 昭和56年現在で 目最大 248 　000ma と我が国の 水道企

業体の なか で も最大規模 の 地下水を採取 し て い る 。 ま た ， こ

れ らの 豊 か な地下水を利用 して 農業や 工 業 が 発達 し ， 近年

で は高速自動車道の 開通や熊本新空港 の 整備 に 伴 い ，熊本

市 は LSI な どの 生産基地 ， シ リ コ ン ア イ ラ ン ドの 中核都市

として 脚光 をあ び て い る。こ の よ うな産業の 発展 とともに

熊本都市圏は拡大の
一

途 をた ど り， 都市用 水 の 需 要 も増大

して い る。熊本都市圏 15市町 村約 600km2 で の 地下水採取

量 は熊本県の 調査
D
に よ る と昭和54年度 で は年間 2．7億 mS

に も達して い る 。 こ の た め か ， 平野低地部 で は地 盤沈 下 な

ど の 地下水障害の 発生 も懸念され て い る。

　 こ れ ら豊富 な地下水 は 古 くか ら阿蘇火山 に 源 を発す る と

い わ れ て き た が ，近年多 くの 調査研究 に よ っ て
， 地下水 の か

ん 養源や流れが次第 に 明らか に され て きた 。 阿蘇西 ろ くの

組織的 か つ 近代的な調査研究 は 昭和30年代初め か ら農林省

熊本農地事務局 を中心 に開始され た。こ れ らの 調査研究の

一部 は宮本 ら
2） に よ っ て 公表され，こ れ に よ る と熊本市北

西部に あ る 八景水谷ゆ う泉群は白川北岸と菊池台地西部 の

台地 で か ん 養 され た 地下水の 流れ の 合流点 に あたり， 地表

流域約 40　km2 に 降 る 雨 の 約 38％， 2000 万 〜3000 万 ma ！

年 に よ っ て か ん養され る こ とが 明 ら か に され た （宮本ら，

1961）9

　 こ こ で は そ れ 以後，熊本市水道局，九州農政局 ， 熊本大

学や 熊本県 な どに よ る調査研究をも とに，柴崎達雄， 籾倉

克幹， 吉川満 ら諸氏 の 協力 に よ っ て ，筆者 らが 進 め て い る

調査研究の
一

部 を地 下水 の か ん 養 と管理 と い う観点か ら報

告す る もの で あ る 。

2． 地下 水 盆 と地下 水流動系

　熊本平野か ら阿蘇火山西 ろ く周辺 の 水文地質学的研究は

九州農政局
3＞

， 籾倉
‘）・5）．渡 辺 ら

6 ）に よ っ て 進 め られ て い る 。

＊
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これ らの 研究 か ら地下水 の 入れ物 と考 え られ る地下水盆 の

形状が明 らか に され っ っ あ る。また，熊本市水道局
7 ）・S ）

の

調査研究に よ っ て 阿蘇西 ろ くか ら熊本平野 に至 る地下水 の

流れ を広域地下水流動系と して とらえる こ とが で きる よ う

に な っ て き た。

　2．1 地下水盆
一

古加勢川流域

　地下水 の 入れ 物の 単元 と して の 地下水盆を帯水層の 集合

体と考えれば，地下水 の 流動 と変動 の 場 で あ る地 下水盆 の

構造の 把握と水文地質学的な帯水層単元 の 確立 が まず必要

と な る 。

　阿蘇西 ろ くに お け る基盤岩類は変成岩類，花崗岩類お よ

び白亜紀層 よ りな る 。 こ れ ら の 基盤岩類の 大部分は阿蘇火

砕流堆積物や段 丘礫層な ど に被わ れ て い るた め，現在地表

で は そ の ごく
一

部 しか 観察す る こ とが で き な い
。

　阿蘇火砕流堆積物 の 放出前 に既 に あ っ た火山岩類は先阿

蘇火 山岩類 と よばれ （渡辺 ら，1969）
e ）

， 下位か ら豊 肥 火山

岩類 ， 坂梨流絞岩類お よび権現山玄武岩類 に細分 で き る。

こ れ らの 先阿蘇火山岩類以外に阿蘇火砕流堆積物放出以前

の 水域 に 堆積 した 砂礫層 ， シ ル ト層，火 山灰 ま じ り砂層 な

どの 互層よ り成 る 湖成層が あ り， こ れ らは水文地質学的 な

難透水基盤 とな る。こ の 基盤岩類が地下水盆 の 基底 とな り，

図
一 1に 示 し た よ うな形状 を成 して い る も の と 考 え ら れ

る
B 〕。 こ の 地 下 水盆 の 形状は数 10万年前の 阿蘇カ ル デラ形

成以前 の 古地 形 を示 して お り，籾倉 に よ り古加勢川流域 と

呼ばれ て い る
9 ）

。 現在で は そ の 後の 阿蘇火山活動 に よ っ て

埋 め られ，地表で は み る こ とは で きない が，地下で は地下

川や 地下貯水池を形成 して い る と考え られ る。

　 こ の 地下水盆 を埋 め て い る地層は図
一 2 の 模式図に 示 し

た よ うに な っ て い る。主要 な帯水層は（a）島原海湾層，（b）段

丘砂礫層 ， （c）阿蘇火砕流堆積物，（d）砥 川溶岩で あ る 。

　 （1） 島原海湾層

　平野低地部の 有明粘土層下位 に分布 し，砂を主体と し ，

礫を伴 うこ と もあ る 。 有明海底 の 一40m 面 は 本層 で 形成 さ

れ て お り， 厚 さは最大25m に達す る。

　 ま た，本層 は鹿児島本線以西 の 低地部 で は深度30〜50m

の 小規模な掘抜き井戸 に よ る取水の 対象とな り，被圧 地下

永の 帯水層で ある 。

　 （2） 段 丘 砂礫層

　 熊本平野 の 東部 か ら北部 にか けて ， 標高 20m か ら 200m
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図一1・阿蘇西 ろ くの 地 下水盆 と古賀勢川 流域

些

　　　　慧：：壽農薑毒簒　　琴：：絮蠶護讐　衰：ζ1｝阿蘇火砕流堆積物

　　　　T・ ：aSillntu　 K・勵 糊 ．e 不圧地下水 磁 地下水

図一2 阿蘇西ろ く熊本平野 の 水文地 質 模式図

程度の 洪積 台地が広が っ て い る。これ ら は標高の 高い 方 か

ら（a）菊池面 ， （b＞託麻面 ， （c ）保田窪面 と 3段の 地形面 に 区分

され る 。こ れ らの 段丘 は砂礫 と上部 の ロ
ーム よ り構成 され ，

下 位 の 阿蘇火砕流堆積物 （Aso 　4）の 風化粘土部を難透水層

と し，不圧地下水の 帯水層を形成す る 。

　  　阿蘇火砕流堆積物と放出間隙物

　阿蘇火 山 周辺 に広 く堆積す る阿蘇火砕流堆積物 は ， 火砕

流放出間の 間隙物 で あ る降 下 火山灰 ， 水成堆積物 ， 溶岩流

に よ っ て ・ 堆積時代 の 古い 方 か ら（a ＞Aso　1， （b）砥 川溶岩，

秋 田溶岩 ・ （c）Aso 　2，（d）Aso 　3／2間 ロ
ー

ム ・砂礫，（e）AsQ

40

3
， 〔f）高遊原溶岩 ， 花房層，・（9）Aso　4 に分類 で きる。

　
Aso

　
1 火砕流堆積物 は 全般的に 溶結度が 高 く，割目や節

理が発達 し ， 基盤 の 低所 を埋 め て 堆積 し て い る 。 結晶化 し

て 硬 く， 裂か 水を帯水する 。

　阿蘇火砕流堆積物の う ち，Aso 　2 と Aso　3 は 非溶結 か ら

中溶結 で，一
部 で は 強溶結 の 岩さい （滓）流とな っ て谷 を埋

め て い る。非溶結か ら中溶結部 は有力な被圧地下水 の 帯水

層 となる。ま た ，
Aso　312 間で は

一
部で 河成 の 砂礫堆積物

を挟む。

　Aso 　4／3 問間隙物 で あ る花房層 は 当地域 の 北東部に 広 く

分布する ロ
ー

ム お よび 粘土の 難透水層で あ る
。 本層 の 厚 さ

は10m 前後 で あ D ， こ の 分布 が盆 状 の 構造をな す 菊池台地

で は ，
Aso　4 火砕流堆積物と段 丘 砂礫層が共通 の 帯水層単

元を搆成 し，大規模な 宙水帯 を形成して い る
2）

e

　Aso 　4火砕流堆積物は 当地域に 広範囲に数 10・n 以上の 厚

さで分布す る軽石流 の 堆積物 で あ る 。 台地 の 西部 お よ び そ

の 西側 で は 本層 の 上部 は風化 し， 粘土化して 難透水層と な

る 。 本層上位 の 段丘砂礫層で は不圧地下水 が 帯水 し， 更 に

下位の 砥川溶岩 の 地 下 水を加圧す る 役目も果 た す。

　（4） 砥川溶岩

　石邸 ［1溶岩は Aso 　2／1 間の 間隙物 で ，熊本市の 中心 部 か

ら嘉島町 の 東部に か け て 分布 し，比較的多孔 質 な溶岩 で あ

る 。 こ の 砥 川溶岩は岩質 か ら二 分 され，上部の 10m 前後 は

極め で多孔質で高い 透水性 と貯留性をもち ， 阿蘇西 ろ く一・

帯で か ん養され た大量 の 地 下 水 を 貯留 し，あ た か も地下 の

土 と基 礎，31− 3 （302）
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図一3 被圧地下水頭 分布 図 と地下水流 動系 （昭和52年 11月）

一
大貯水池の 役目を果たす 。 こ の 地下 ダム か らあふ れ た地

下水 が， 水前寺 ・江津湖 ゆ う泉群 の ゆ う水 と な る と と もに

熊本市水道局 の 健軍
・沼 山津な どの 諸永源地の 水源 と なる 。

　以上の よ うに 阿蘇火砕流堆積物は火山か ら放出され た時

の 条件お よび 流下や堆積時の 条件の 相異 に よ っ て ， し らす

状 か ら溶結凝灰岩状 と著 し く異 な っ た 岩相 を呈 す る 。 こ の

ため，同 じ層序 の 堆積物 で も岩相 に よ っ て 有能な帯水層と

な っ た り，難 透水層や加圧層 とな る うえ に ， 難透水層 が介

在す る場合 に は，各 々 の 火砕流 は独立 した帯水層単元を構

成す る 。

　2．2 地 下 水 流動系

　地下水の 流れ は 地下 水盆 の 構造や帯水層の 性状によ っ て

規制 され ， 地下水 の くみ あ げや 地下 ダム な どの 人工 的な条 ．

件 に よ っ て 大き く変化す る 。

　地下水流動系 は多数の 井戸 の 水位測定記録や地下水観測

井の 記録 か ら 地下水面図あ る い は被圧地下水頭等高線図を

作図す る こ とか ら明 らか にす る こ とが で きる 。

　図
一3は 昭和 52年11刀時点の Aso3 以深 の 深井戸 の 測水

記 録 よ り作図 し た もの で あ る
10）。地 下水流動系 は 大別 し て

二 つ あ り，

一
つ は 阿蘇西 ろ くの 白川北岸 か ら合志川 に また

が る地域 か ら白川 の 下を流 下 して ，高遊原台地 の 西縁を南

下 し，こ こ で 東側 か らの 地 下水 を合流 し て 南西 の 水前寺 ・

江津湖 ゆ う泉群に 至 る流動系で あ る。こ の 流動系は 図一 1
に 示 した 古加勢川流域 の 菊陽町 白川北岸 か ら江津湖 に 至 る

March
，　1983　

’

地下谷 に一
致す る もの で あ る 。

　す な わ ち ， 大津町か ら菊陽町 ， 合志町 の 菊池台地 と託麻

台地で か ん養された地下水は ， 白川北岸の 地下貯水池 に貯

留 され，あふ れた地下水 は
一
部西流して 入 景水谷 ゆ う泉群

に 至 る
。 ま た一部は南西 して 水前寺へ

， 大部分 の 地下水 は

高遊原の 西 縁を流下 して ， 砥川溶岩上部 の 多孔質 か らな る

一
大地下貯水池に 至 り， あふ れ た地下水は 江津湖 の ゆ う水

とな るの で あ る 。

　他の ひ とつ の 流動系 は 八 景水谷 ゆう泉群 に至 る流れ で あ

る。こ の 流れ は植木町か ら北部町 の 阿蘇火砕流堆積物 の 台

地 と菊池台地西部 で か ん養され南下 して ，

一
部白川北岸の 地

下貯水池 か らの 流れ を合流 して 八景水谷 に至 る もの で あ る 。

　 こ れ らの 地 下 貯水池の 貯留量 の 変化 は 地下 水位観測 井 に

よ っ て 知 る こ とがで き，図一 4は菊陽町久保田 ， 図
一 5 は

西合志 町須屋，図
一 6は 熊本市健軍 （消防局）の 地下水頭

の 変化を後述す る 地 下 水 か ん 養 量 と と も に 図 示 し た も の で

あ る。

　 地下水頭 は 5 月ごろ よ り上昇を始 め，9 月か ら 10月 に か

けて 最大 とな る。そ の 上昇 量 は年に よ っ て 異 な る が ， 久保

田で 10m 程度で あ る 。 昭和53年 7月 か ら54年 5月 に か け て

は降水量が少 なく，こ れ に 伴 っ て 地 下 水頭 の 上昇も少 な い 。

　江津湖上流 に あ る図 一5 の 観測井 の 水頭 は前 述 した 砥 川

溶岩の 被圧地下水頭 を示 し た もの で あ る 。 こ れ は健軍地下

一帯に あ る砥 川溶岩の 上部多孔質部に貯留され た ，

一大地
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図一4　阿蘇 西 ろ く地下水 区 （久保国）の 地下水頭変化 とか ん養量

　 図
一5 入景 水谷地下 水区 （須 屋） の 地下水頭変動 とか ん養量

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 慰 巨消防局観測井

図
一6 健軍地下水 区 （消防局 A ）の 地下水頭変動 とか ん養量

下貯水池の 貯留量変化を示 して い る 。
こ の 水頭 も 5 月 か ら

8 月 に か けて 上昇し ， 10月で ピーク に達 す る。た だ し ， 地

下貯水池の 容量が大きい た め か，そ の 上昇量 は0．8〜 1．4皿

程度 で あ る 。

　 こ の よ うに 5月 か ら 6月 に か け て地 下水頭が上昇し， 10
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月以後下降す る 原因は 阿蘇西 ろ くか ら江津湖

上流 （健軍）に至 る 広 い 台地 へ の 降雨 とか ん

が い 用水 の か ん 養 に よ る もの と考え られ る、

　2．3　ゆう水量

　上流域 で か ん 養 され，水前寺 ・江津湖ゆ う

泉群に 向か っ て 流下 して くる 地下水は Aso　4

火砕流堆積物 の 風化粘土 に よ っ て 被圧化され，

砥 川溶岩 の 上部多孔質部 に貯留 され る。被圧

化され た 地下水 は，水前寺 ・江津湖付近 で は

上位 の 加圧 層とな る Aso4 火砕流堆積 が薄く

な り， か つ 断 層が 存在す る と い う条件 が重な

っ て ， 地表 へ とふ きあ げ る こ と に な る。

　水前寺
・
江津湖 ゆ う泉群の ゆ う水量 に つ い

て，定量的か つ 連続的 に観測 され た記 録 は な

い た め不明な点 が 多 い 。 しか し ，昭和48年，
49

年 の 熊本県 の 調査
11）

で は 平均の ゆ う永量 は 水

前寺で 0．9　rn3 ！s ， 江津湖 で 5・　9　mS ／s，浮島 で

2・　0　mB ！s とな っ て お り，合計の ゆ う水 量 は

8．8m3 ／s （76万 m3 ！日，年間 2．77 億 m3 ） と

非常 に大量 の ゆ う水があ る こ と が 判明す る。

3， 地下水かん養量の評価

　以上述 べ て きた よ うに阿蘇西ろ くか ら熊本

平野 に か けて 流動 し，貯 留 して い る 地下水の

開発 ， 保全 と管理 を考え る うえ で 阿蘇西 ろ く

台地 の 地 下 水 か ん養量を どの よ うに評価す る

か が重要 と な る 。

　3．1 地下 水かん養量評価 の方法

　菅原（1972）12）は 河川流出の 時系列観測値が

そ の 流域 の 降雨 パ タ
ー

ン に対して 明 らか な 応

答関係 に あ る こ と に注 目し，タ ン クモ デル と

よ ばれ る 流出解析 モ デル を開発 し ， 河川流出

特性をモ デ ル 的 に 再 現す る こ とに 成功し て い

る 。 こ の 流出モ デ ル の 考え方は そ の まま地下

水 の 流出解析に も応 用 で き る（吉川，1976）13）
。、

し か し，地下 水系 に こ の 直列 タ ン クモ デル を

適用す る場合 に は ， 三 段以上 の 直列タ ン クモ

デ ル と し，最 下 段 の タ ン ク を帯水層 タ ン ク と

し ， 帯水層タ ン ク に 貯留率 の 概念 を導入 し て ，．

帯水層タ ン ク の 水位 を地下水位 と考 えて ，
モ

デ ル の 検証値 とす る 点が，菅原 の タ ン ク モ デ

ル と異 な る 点で あ る。

　 こ の 直列タ ン クモ デル で最下 段 の 帯水層 タ

ン ク に 流入す る 量 が 地 下水 か ん養 量 と な る。そ こ で 直列 タ

ン ク モ デ ル を用 い て 地下水 か ん養 量 を算定 した うえ で
， 平

面 二 次元 の 地下水流動 モ デ ル に 地下水 か ん養タ ン クモ デル

をサ ブモ デル と し て ，組 み 込 ん で ， 阿 蘇西 ろ くか ら熊本平

野 に 至 る地 下 水流動系 を再現 し た 例 が 図
一7T）

で あ る 。 こ

土 と9 礎，31− 3 （302）
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の 図 で は 地下 水 の 流動量 をベ ク トル 表示

して あ る た め ， 白川北岸 か ら江津湖 に 至

る 広域 な地下水 の 流れが良く判明 して い

る 。

　 タ ン ク モ デ ル 法に よ る地下水か ん養量

の 算定方法以外 に地下水位の ハ イ ド ロ グ

ラ フ か ら直接か ん養量を算定す る 方法が

あ る 。 地下水位は か ん が い 用水や降雨 に

よ っ て 上昇す る と と も に常に一定の 率 で

流出 し ， 地下水位は 低下す る 。 こ の よ う

な地下水位 の 変動 は 地下水の 流入 と流出

の 収支に よ っ て 決定され る。

　地下水 の 流出 と流入 の 関係 は次の 水収

支式 で 示 され る 。

　　　 QE− Q 刀
＝ASdh ！dt…………（1）

こ こ で ， QR ： 流入 量，　 Qp ： 流出量

　ASdh ！dt ：貯留量 の 変化 で S は 貯留

係数 ， A は 地 下 水盆 の 面積 ，
　 dh ！dt は

地下水位の 変化量を表す。

　ま た 地下水位は次の よ うな低減曲線

式で 低下す る 14）。

　　　H ・・H α 十 （H 。
− H の 6 畷 …

｛2｝

こ こ で，H ：t 時間後の 地下水位，

　　　 FJ・ ： 初期水位，

　　　 Ha ；基底水位，

　　　　 c ： 地下 水低減率

（2）式の H − H ． を h，Ho − Ha を h
。 と

すれ ば

　　　 h＝ hoeTct・・・・・…　，・・．一，一・卩…　卩〔3）

とな り，水位を対数 で 表示 す れ ば ， 低

減率 C を求 め る こ とが で き，ま た 地下

水低減速度 は  式 を微分 し て

　　　dh ！dt：＝− choe
−ct＝− ch …　〔4｝
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水頭）
12月
水頭）
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　 （単位 ：XIO6m3！年）

2
）

Bw二熊本平野西部地下水区〔85kmZ｝
R：かん養量　　Gl：地下水流入量

購 轤 譱福燬 措

図
一8 阿蘇西ろ く

一
熊本平野地下水盆の 水収支図 （昭和52年度）

となる。そ こ で 地下水流出量は流入量 Q ■ がない と き ，

　　　QD ＝：AS ・dh ！dt＝＝AS ●ch ・一一・…　一・・…　唱・・…　一曾…　。…　（5）

となる。そ こ で （1）式の 水収支式 か らか ん養量 QR を逆算で

きる こ とに なる。こ の よ うな簡易 な 方法 で 阿蘇西 ろ くの 観

測井の 地下水位 ハ イ ドロ グラ フ か ら求め た地下水か ん養量

を図 一4 か ら図
一 6 に示 す。

4．　 水収 支と地下 水の開発保全

　阿蘇西 ろ くか ら熊本平野 に至 る地下水盆 を（a）阿蘇西 ろ く

地下水区 ， （b＞八景水谷地下水区 ， （c ＞健軍地下水区，（d）熊本

平野東部地下水区， （e）熊本平野西部地下水区の 5 地区 に分

割 して ， 各 々 の 水収支を検討 し た 。

　地下水か ん養の あ る 地下水区は 上記 の （a ），  ，（c）の 3地

下水区で あ る。こ れ ら地下水区の 代表的な観測井 の 地下水

位 か ら か ん 養量を算定 し， 揚水量や ゆ う水量を集計 した と

Mareh ，19S3

こ ろ ， 図一 8に示すよ うな水収支図を得る こ とが で きた。

　 こ の 水収支か ら阿蘇西 ろ くの 地下水か ん養と今後 の 地下

水 の 開発 と保全 を考察す る と次の よ うに な る 。

　（1） 阿蘇西ろ くか ら熊本平野 に 至 る 約 600  2
の 地下水

か ん養量 は 図
一8に示す よ うに約 5．5 億 M3 ／年 に も達す る q

こ の かん 養量の 約68％ は 白川北岸 か ら合志川 に ま た が る台

地部 の 阿蘇西 ろ く地 下水区内の 降雨や水田 の か ん が い 用水 F．

白川か ら の 伏没か ん養 などに よる もの と推定 され る 。

　また，残 りの 地下水 か ん 養源 は 八 景水谷地下水 区と健軍

地 下 水 区 の 台地部 の 降雨 な ど に よ る もの と考 え られ る 。

　  本地域 の 地下水揚水 量 は約 2．7 億 m3 ／年と集計され 。

水前寺 ・江津湖などゆ う泉群 の ゆ う水量は約 2．8億 m3 件

と推定 され，流出量 とか ん 養量 は 水収支 の うえで っ りあ い

が とれ て い る 。 この ため，地 下 水 くみ あ げ量 の 増加 は 必然

的 に ゆ う水量 の 減少をま ね くもの と考え る こ とがで き る。
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．
 
齟
熊本平野低地 部 の 地 下氷ほ 図

一7
』
に示 す よ

．
5 に地 下

1t

水流動 の 少 な い 停滞水型 で あ り，図
一 8の 水収支図か ら も

判明す る ご と く上流 か らの 地下水流入 もさ程多 くな い 。 そ

の うえ 上部に は 軟弱 な有明粘 土 層 が 厚 く発達す る こ と か ら

地 下水の 過剰揚水は地盤沈下等 の 地 下水障 害を発生 させ る

懸念 が あ b，今後ほ地下水ρ揚水規制 を実施す る 必要 が あ る 。

　（4） 図
一8 に 示す よ うに 入 景水谷地 下 水区の か ん 養量 は

1．25億 皿
31
年で あ る の に対 し，揚水 量 は 0．9 億 mS ！年 とな

っ て お り， こ れ以上 の 地 下水取水 は 困難で ある 。・
こ の た め ，

今後 の 地 下 水開発 は 水前寺：
・江 津湖 よ り上流  雌軍から

：阿

蘇西 ろ くの 台地部に 限 られ る 。 しか し r 地下水取水量の 増

加は 必然的に水前寺 ・江津湖ゆ う泉群 の ゆ う水量 の減少 に

っ な が る 。 こ れ ら の ゆ う水 の
一

部 は 下流 の 農業用水 な ど に

利用 され て い る た め ， 地下水 の 開発 に あた っ て は 他用水へ

の 影響や水質悪化 な ど の 事前評価 が必 要 とな る。

　  　阿蘇西 ろ くの 台地部 で は 熊本都市圏の 拡大 に 伴 っ て

急速 に宅地化が進行 し，水 田 面積が減少 して ， 地下水 か ん

養 量 が減少す る可能性 が 非常に 高 い
。 こ の た め，今後と も

地下水利用を進め る た め に は ， 冬期 の 水田を利用 し た人 工

地下水 か ん養池や雨水の 地 下浸透工 な ど積極的 な 地 下水強

化策を図 る と と もに ， 自然 に備 わ e た地 下貯水池 （地下　ダ

ム ）を科学的 に管理 し，有効 に 利用す る こ と が重要 で あ る e
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日

会

趣

第 2回 未来の 工 学 に関するパ ネル 討論会一 アモ ル フ ァ ス 材料 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．…．　 ．　　　　　　　　　　 主催 ： 日本 工 学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事学会 ： 応 用 物理 学会 ・日本 化 学会 ・日本造船学会

時 ：昭 和 58年 6月 10日 （金）10：00〜16：30
場 ：建築会館ホ

ー
ル （東京都港 区芝 5丁 目26− 20 電話 G3− 456・

一・2051（代） 交通 国電 ： 田町，都営地下鉄 ； 三 田 下車）

旨 ： ア モ ル フ ァ ス 材料 は ， 今後 の 夢 の 材料 と して 期待 さ．れ て い ます。ア モ ル フ ァ ス 物質 そ の もの は 古 くて新し い

　　 もの で すが ， こ の 数年来新規な学問分野が開かれ，また 新 しい 工 業製品がめ ざま し く延 び て い ます 。
エ ネル

　　ギー
問題 に ， 集積回路工業に ， フ ァ イ ン ・セ ラ ミ ッ ク ス エ 業 に 広 く深 く巨大 な進歩 を遂げま し た 。

　　　こ の 機会 に ， 物理 と化学 の 各 々 の 領域 か ら種 々 の 話題 を持ち寄 っ て 各種 の ア モ ル フ ァ ス 材料 の 原理 と応用

　　に関し，意見を交換 し て 討論を深 め た い と存 じ ます。い ままで の 問題点を整理 で き る よ うに各方面 の 講師陣

　　を揃え ま した の で ， 今後の 展 望を得 る べ き有意義 な 機会と存 じ ます e
’
多数 の ご 参加を期待い た し ます 。

1 ．講 演 ： ア モ ル フ プ ス 物質に共 通 す る もの を 中心 と して

　　　　　　 ア モ ル フ ァ ス 物質の 素質

　 　 　 　 　 　 ア モ ル フ ァ ス セ ラ ミ ッ ク ス

　　　　　　 ァ モ ル フ ァ ス 金属

　　　　　　 エ ネ ル ギ
ー
材料 と して の ア モ ル フ ァ ス 物質

　　　　　　 ア モ ル フ ァ ス 薄膜太陽電池

　　　　　　 ア モ ル フ ア ス 薄膜デバ イ ス ， 撮像デバ イ ス

　　　　　　 シ リ コ ン微細加工 技術 にお け る ア モ ル フ ァ ス 半導体 の 応用

∬．総 合討論 お よ び 質 疑応 答

参 　加 　費 ： 10000 円 （た だ し ，

　　長岡技術科 学大学　横　田　良　助

電子技術総合研究所　並　河　　　洋

　　　　　　大阪大学　金 丸　文　一

　　　　　　東北大学　増　本　　　健

　　　　　　東京大学　鯉　沼　秀　臣

　　　　　三 洋電機   　桑　野　幸　徳

　　　　  目立製作所　丸　山　瑛　一

日本電信電話公社 　古川　昭 ・水島宣彦

　　　　　　　　　　　　　　　 日本工 学会加盟 学協会 の 会員は ，6000 円），学生 ： 2000 円

申込 み 方 法 ：任意の 用紙に氏 名，勤務先職名，連絡先を 明記 （日本 工 学会加盟 の 学協会 に 所属 し て い る 会員 の 方 は ，所属

　　　　　　学協会 名 を付記す る こ と） の うえ参加費 を 添 え て 下記宛 お 申込み くだ さ い 。

定 　　　員 ： 195名 （定員に な り次第締切 ります）

問合せ ・申込み 先 ： （社）日本工 学会　104東京都中央区銀座 8』 5、− 4　 日本鉱業会館内　電話　03− 574− 6176
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