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あ さか そ す い

安積疏水の 設計者

鬻　 霧　 鬢　 美・

こ の 論文 は第18回土質工学研究発表会 にお い て ，「安積疏水吏
一

その 栄光 と虚像」 と題 して 行 っ た 厂特別講演」 の う

陣 徽 躙 係か らそ の 槻 の 部分 で あ る 「安鰍 水啾 緒 ・ の み 緲 乱 た もの で あ る・

1，　 オ ラ ン ダ人 フ ァ ン ・ドー
ル ンに つ い て

　 1．1　史実の わい 曲か

　安積疏水 の 設計者に つ い て は一般的に 多くの 事実誤認 と

わ い 曲が あ る。わ ず か 百年前 の 歴 史事実が，こ れ ほ ど大き

く誤認 され る に 至 っ た 例 は 少ない で あ ろ う。 世 間で は オ ラ

ン ダ人 コ ル ネ リ ス 。ヨ ハ ネ ス ・フ ァ ン ・ドール ン が安積疏

水の 設計 に あた り，彼 の 力 に よ っ て 安積疏水が完成し た と

い う。 した が っ て ドール ン こ そ安積疏水第
一

の 功労者 で ，

彼 は
’‘
安積開拓の 父

”

に な る と い う。果 た して そ うで あ ろ

うか。

　明治期 に お い て は，安積疏水に果 た した フ ァ ン
・ドール

ン の 役割 は 正 当 （あ る が ま ま に）に 評価 され て い た。そ れ

が い つ の 間 に か過大 に 評価され ， 次第に わ い 曲され て ，安

積疏水の 設計 が彼 1人 の 手 に成る よ うな ， まる で 事実に 反

す る こ とが信 じ られ る よ うに な っ た 。 そ の よ うな空気 に 拍

車 をか けた の が ， 50年前の 昭和 6 年10月 ， 十六 橋畔に 東京

電力 に よ っ て フ ァ ン ・ド
ー

ル ン の 銅像 が 建立 され た こ とで

あ る。銅嫁 の 下 に 竹越与三 郎 に よ る 撰文 が あ る 。こ れ は ド

ー
ル ン 個人 の 功績をたたえ るた め の 文章 で あ る か ら， ドー

ル ン 個人の 功績 をる る書き並 べ る の は 当然 で あ る。測量 と

設計に 当た っ た ほ か の 多 くの 日本人技術者 に つ い て ，こ こ

で は述 べ る必 要 は な い
。 し か し ， そ の こ とは 同時に ， そ れ

以後 の 人 々 に 日本人 技術者 の 存在を欠落させ る こ とに な っ

て し ま っ た の で あ る 。あ た か も，竹越 与 三 郎 氏 の 撰文が す

べ て で ある よ うに 誤認 され ， わ い 曲され る こ と に な っ た。

　 こ の 銅像 は 戦時中 に 銅供 出の 命令 が 出て そ の ま ま 砲弾 に

な る運命に あ っ た が，あ る 晩，疏水関係者に よ っ て ひ そ か

に銅像は運び出され土中深く埋 め られた。戦後再び こ の銅

像 は掘り出され元 の ま ま に 復元 し た。こ うし た
‘‘
美談

”
も

手伝 っ て フ ァ ン
・ド

ー
ル ン の 名声 は ますます牢固なもの に

な っ た。

　 彼 が安積疏水の 設計に手 を貸した こ とは 事実で あ る 。 そ

れ は否定 し得 な い 事実で あ る。しか し大部分 の 設計 は 実 は

当時 の 日本入 技術者 に よ っ て 成 されたもの で ，ド
ー

ル ン は，

ヰ郡山女子大学教授 　文化学科

設計 の 原則的な 面 の
「監修 ・指導」 を した に過ぎな い 。 過

大評価も過小評価も史実を誤 る こ と に な る 。

　実は，今．か ら30年近 くも前 の 昭和29年 9 月10 日付 の 『毎

日新聞』 （福島県版）は 一
面 トッ プ 記事 で こ の 問題 を報道

し て い る。 「安積疏水の 歴史書直 しか 」 の 横見出 し。縦見

出 し に は 「
“
山 田氏 が実測 し た

”＝ドール ン 氏 は助言 だ け」

とあ る。そ れ に よ る と，

厂安積 ・岩瀬 ・郡山 の
一市二 郡

一

万 町歩に か ん がい し て増産 に大き な役割を果 た して い る 安

積疏水 は ， 史述に よ る とオ ラ ン ダ入 フ ァ ン ・ド
ー

ル ン 氏 の

実測設計に ．よる もの と記録され ，同氏 の 銅像 まで 建 っ て 功

績 をた た え られ て い る が，県重要文化財専門委員会会長入

代義定 は，『安積疏水工 事 は フ ァ ン
・ドール ン 氏 の 設計実

測 で は な い 』 と，各種 の 資料 をそ ろ え て 史実 をま っ 向か ら

否定，全 国的 に 知 られ て い る 安積疏水 の 歴史 を根底 か ら く

つ が えす新説だけに 注 目され る 。」 とし ， 以 下 詳細 に そ の

論拠を報 じて い る 。もともと専門研究者 の 間で は こ の 新聞

報道 の 吏実が 正 論と し て受け とられ て い た の に
，

い つ の 間

に か わ い 曲さ れ た史実が ひ と り歩き し ， 虚実が真実 に と っ

て か わ っ て しま っ た の で あ る。以下，安積疏水の 設計者 は

誰か，に つ い て 論点 を整理 して い きた い 。

　 1．2　厂安積疏水志」 の 報告書

　 フ ァ ン ・ドール ン と安積疏水の か か わ りに つ い て は ， 明

治38年 IN に編集され た 『安積疏水志』 （天地入 の 三 冊）の

うち，天 に記述 され た もの が唯一とい っ て よ い 資料 に な っ

て い る D

　厂11月 3 目，是 ヨ リ先 キ ， 内務省猪苗代湖疏水 工 事 二 関

シ，土木局御雇工 師蘭人 フ ァ ン
・ド

ー
ル ン ニ 嘱 シ ， 実地 ヲ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　ロ
巡検セ シ ム

。 内務省御用掛奈良原繁之 ヲ 該地 二 迎へ
， 従来■　　　ロ　　　コ　　　コ　　　■　　　■　　　ロ　　　　ロ

調査セ ル 所ノ図書ヲ示 シ ， 其ノ意見 ヲ 問 フ。是 ノ 目奈良原

繁，耶麻郡戸 ノ ロ ニ 在 リ， 工師巡 検 ノ概況 ヲ橋本 ・千坂 ノ

両書記官 二 報告ス
。」 （・・印は筆者 に よ る） とし

，
つ ぎの 報

告書を提出 して い る 。

October ，1983

　土 木局御雇工 師 ドール ン 氏，本 月 1H 午 後 5 時開成 山着 。翌 2 日

　 　 　 ■　　サ　　t／　　　　　■　　■　　　　　サ　　コ　　コ　　コ　ぶん ち よ う　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　 た　み

朝 ヨ リ図面上 二 於テ実地 ノ大略聞調 有之，午後 ヨ リ同所出立熱海
　 　 　 　 　 　 　 ひる と き　　　　　　　　　　

．
　コ　サ　

　
　　　ロ

泊。本 日同所 出発，午 時当地着，直 二 図面
一

見 ノ 上場所見分シ
，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぞ まがた

夜当地 泊。諸 事見聞 中 二 有之，然 ンテ 明 4 日，午後 ヨ リ山潟 二 出，

3
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第
一
線路工 事実地見分，明後 5 口午後開成山 二 到 リ，其 ノ翌 6日

ひ る と ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t±で

午時迄，大体上 ノ 演説有之，同 N午後 開成山出発 帰京ノ 筈 治定致

候。開成 山 二 於 テ 自カ ラ大 体 ノ意見承 知可致候得共，今 目迄 ノ 同
　 　 　 　 よ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 a’Lt ど う　 　 　 　 　 　 　　 　 　 ．　 ．　 ．　 −　あい
氏 ノ 意 見二 拠 レ ハ ，十 六 橋 ノ 工 串：，山潟 隧道 ノ意 見モ ，前算ノ通可
は こ きまくぞ ん ぜ られ 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 と りあへず

相運 様被存候。 追 テ委細御届可及候得共 ，前条 不取敢報 告致候 也。

　11年11月 3 目夜

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 福 島県 耶麻郡 戸 ノ ロ発

　　　　　　　　　　　　　　　　 御用掛 　奈良原　繁

　橋 本 少 書 記 官殿

　千坂少書 記官殿

　政 府 の 土 木寮 （後 の 内務省土木 局 ） は 明治 5 年 2 月，オ

ラ ン ダか らフ ァ ン ・ドール ン とイ ・
ア

・リ ン ドーの 両技師

を 招 へ い し， 翌年さ ら に エ ッ セ ル
， チ ッ セ ン ，

レ ーケ を招

い て 淀川 ・利根川 ・大阪港 な ど をは じ め ， 全 国の 河 川 ・港

湾 ・か んが い 工 事 の 調査，立案に 当た らせ た 。 明治 5 年か

ら12年 に か け て 土木寮が雇い 入 れたオ ラ ン ダ人技術者 と工

師 は 10人 に及 ん で い る と い う。

　原 田
一

典著 の
「
お 雇 い 外国人』

一
開拓一（鹿島出版会）は

ドール ン を知 る 上 で 参考に な る 面が多い 。「お 雇 い 外国人 」

を テー
マ に各分 野 の 外国人 の 働 きを紹介す る シ リ

ーズ で あ

る か ら当然で あ ろ うが，こ こ で も，安積疏水 と ドール ン の

関係は ， 昭和 6年に 建立 され た 銅像 の 台座 に 刻 まれ た 竹越

与 三 郎撰 の 碑文 に拠 D ， 日本人 技術者の 動静 に つ い て は全

くふ れ て い な い 。 「彼 は 明治11年11月，郡山開成 山に 1 泊

して ， 有志 た ちの 作成 して あ っ た 図面で 計画 の 大要を察知

し，更に数目 を費や し て 現地 を踏 査 し た 。 そ の 結果彼 は 翌

明 治 12年 1月 5 日詳細 な 計画書を土木局長石井省一郎に提

出 した 。」 と， お そ ら く 『安積疏水志 ・天 』 の 叙述を 踏襲

して ，そ の 前後 の 検討に は 立入 っ て い ない 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の び る

　 こ れ よ りさ き ， ドール ン は 宮城県野 蒜築港 を手 が けて い

る。安積疏水 に か か わ る 2 年前 の こ とで あ る 。 すな わ ち ，

明治 9 年 9月 ，ド
ー

ル ン は 大久保利通 の 命 で 宮城の 現地 に

出張 した。か れ は 六 ヵ月 問に も及ぶ 現地調査の 結果，野蒜

が最適地 で あ る こ と を報告 し， 築港計画を作成した。明治

11年7 月 に 野蒜築港 の 着 工 式 が 行 わ れ，15 年10月30日 に そ

の 第一期工 事が し ゅ ん 工 し た。しか し ドール ン は す で に 13

年 2 月 に職を辞して オ ラ ン ダ に帰国 （明治13年頃か ら水利

技術 は イギ リス 系 ，
フ ラ ン ス 系 に と っ て 代 わ っ て い た。ま

た，古市公 威や沖 野忠雄が英 ・仏か ら帰国 す る と， 従来の

オ ラ ン ダ人技師に 代わ っ て ，目本入技術者 が 河川技術の 指

導的立場 に つ くよ うに もな っ た ） し て い る か ら，安積疏水

の 完成 も野蒜築港第
一期工 事の 完成 もそ の 目で み る こ と は

な か っ た。野 蒜港 の 設計こ そ ， ドール ン の 全精力 を傾 けた

仕事で あ り， 11年11月に 安積 の 現地 を訪れ た の は ， 野蒜港

の 現場 か ら 帰京の 途次に立寄 っ た もの で あ っ た。野蒜 の 現

揚視察は 自 ら六 ヵ 月を注ぎ こ み ， 安積疏水 に 立寄 っ た の は

11月 1 日か ら 6 日ま で の 正 味 4 日間で ある。

　 明治17年秋 の 台風 で ， 野蒜港 は
一

瞬 に し て 決壊覆没 し て ，

港 口 が 閉そ く され 船舶 の 出入 りは全 くで き な くな っ て し ま

4

っ た。その 修復は ほ とんど絶望 で，明治 18年政府 は 野蒜漣

の 中止 命令を出 し た。原 田
一

典氏 の 前記著書 に よ る と ， と

もか くも，フ ァ ン
・ド

ー
ル ン の 厂野蒜 の 築港計画 は 失敗 し

た」 と し，明治の 土木工 学の 泰斗広井勇 は 「 ドール ン の 設

計 した港 口 突堤 の 築造方式 ， す な わ ち オ ラ ン ダ技術お得意

の そ だ 沈 床 を置 き ， そ の 上 を大 石 で被覆 す る方 法 は ， 遠浅

で 波浪 の 少 ない と こ ろ に は適して い る が，野蒜の よ うに外

洋 に 面 し海底が急に深 い と こ ろ で は 不適で あ っ た 。」 との

批判 をの せ て い る。

　 1．3　 フ ァ ン ・ドール ン の役 割

　 さ て フ ァ ン
・ドール ン は か ね て か ら手 が け て い た 仙台 の

．

野蒜築港工 事場 か ら帰京 の み ち，開成 山 に 立 寄 っ た。右 の

報告 に よ る と11月 1 日の 夕刻開成 山 に 到着 し，11月 6 日の

午後 に東京 に 向け出発 し て い る。活動を開始す る の は 2 日

か ら 6 日の 午前中ま で で あ る。そ の 間 4 日 と半日。郡 山 か

ら熱海
一

戸 ノ ロ
ー山 潟

一
熱海

一
開成 山の 行程を とる。汽車

も自動車 もな い 当時，移動 は歩 く以外 に ない 。した が っ て ，，

こ の 間図面 聞調 と 実地見分 に 使 っ た 時間は 全 部 で 2 目半 目

で あ る。こ れが 設計 に 寄与 し た ド
ー

ル ン の す べ て の 時間 で ，．

そ れ以前 に も以後 に も ド
ー

ル ン は安積を訪れ た こ とが ない e

奈良原繁は 前記報告書の 2 目後 に，再び橋本 ・千坂少書記

官に報告 を 書 い て い る が，それ に は 「工 師も宮城 ・秋 田等
　 よ う t 　 ひ まと り　 　しよ む 　はんげき　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 わ ず か

ノ用事隙取，諸務繁劇 ノ 由ニ テ，殊 ノ 外取急 ギ，今 目迄僅

二 五 目間 ノ 見聞 二 候得共 昼夜非常 ノ 勤勉 ニ テ 」 と忙 が し い

中を指導 うけ た と書 い て い る。

　 ドール ン は 白紙で 現地を訪れた。しか し その 時，す で に

日本人技術者に よ っ て 作られ た 設計の 一部が存在 し て い た
”

　■　　　　　　　■　　　■　　　コ　　　■　　　■　　　　　　　■　　　の
「従来調査 セ ル 所 ノ 図書 」 が そ れ で あ る。 ドール ン は こ の

図書 （設計）をもと に現地 （戸 ノ ロ ・山潟）を調 ぺ ，こ の

案に 「可 」 の サ イ ン を出 し た の で あ る 。 そ の 従来調査せ る

図書 とい うの は ，山潟 よ り田子沼 を経 ， 峠の
一部に トン ネ

ル を 通 して 五 百 川 の 自然流 に 流す案で あ っ た。ドー
ル ン は

　 　 　 い わ 　る て ん け ん 　　　　　 わ ざ　あつ ら

「位置 ハ 所謂天権 ニ テ ， 態 ト拵 へ 致候様被察」，つ ま りこ の

位置は ，自然の 良路で わ ざ と あつ らえ向き に で きて い る と

喜び 「可 」 の 指導を して 去 っ た の で ある。た だ し，こ の 時

点で は まだ 猪苗代湖 の 水を ， ど の 地点を通す か とい う決定

を 示 した だ け で ，い っ た ん 五 百 川 に流 下 した水 を 安積原 野

にか ん （灌）流す る 幹線 ・分水 路等 の 設 計は お ろ か ，ま だ 設

計の た め の 現地測量 も行わ れ て い な か っ た 。 そ の 詳細な測

量 と設 計 は こ れ 以後 い ずれ も 日本 人 技術者に よ っ て すべ て

が 行わ れ た の で あ る。

　 そ こ で，問題 は フ ァ ン ・ドール ン に み せ た 「従来調査 セ

ル 所 ノ 図書 」 （設 計） は 誰 が 作 っ た か とい う こ とに な る。

こ れ を書い た の は 内務省勧農局の 南
一

郎平属 で あ る （た だ

し伊藤鍼 五 郎 ・新渡戸七 郎 ・伊藤直記 ・森本義倶 ・渋谷吉

蔵 ・後藤良介 ら の 協力 を得 て い る ）。 南 に つ い て は 別項 で

も述 べ た とお り，福岡県駅館川 の 庄 屋 の 子 で ， 父 親 と と も

に 「広瀬疏水」 を手が け た経験 が 買 わ れ ， 大久保利通 の 推

土 と基 礎，31− to（309）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

特別 講演

奨 で 勧農局 に出仕した す ぐれ た 技術者 で ある。こ れ に つ い

て は，都留喜一
の 著書 『

広瀬井手 と南
一

郎 平 伝』 （勁 草書

房 ・昭和 30年刊）が あ る 。す で に 明治9 年に 来県調査 して ，

士族移住の た めの 大規模 開墾の 適地 と して安積原野 が そ の

．立地条件 の 優れ て い る こ とを 復命 し て い る 。翌明治10年10

月，南はふ た た び 福島県下 へ 出張を命 じ られ た。今度 の 視

察目的は 開墾地 の 適否 で は な く，「疏水工 事 の 難易」 を実

、地 に 調査す る に あ っ た 。

　南は精力的に現地測量 に 当た っ た。し か し ， こ れ は直ち

忙 施工 す る た めの 精細測量 で は な く， 疏水 を 貫通す る 位置コ　　　■　　　■
を決定す る た め の 調査 に 主眼 が お か れ た 。 その 結果，彼 は

不二 見嶺 と三 森嶺の 案を退 け ， 山潟村の 田子沼 よ り貫通す

る の が 最良で あ る と結論 を出 して い る 。 湖面 の 海抜 1692

一尺 1 寸 。 湖面 と安積原野 との 落差 800 余尺。山脈を トン ネ

ル で 貫 くとき ， 不二 見嶺 （峠）の 揚合 2580 問 ，
三 森嶺の

揚合 4140 冏もあ っ て ，両案 と もに 工 事 の 歳 月 とそ の 費用

が 莫大と な っ て 到底不可能で あ る 。 そ れ に対 して 田子沼案

で は 「穿 ッ 所 ノ 距離僅 二 三 百問余」 とあ り前二 案とは 比較

に な らない こ と を述 べ て い る。

　南
一

郎平が上記の 調査 に よ り， 明治11年 （ド
ー

ル ン の 来

県 よ り前） に 内務省 に 復命した 骨子 は つ ぎの と お りで あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せ きえ ん ば ん き よ

　
「……陸羽 ノ 山脈南北 二 連亘 シ ， 偃 延盤踞一大間隔 ヲ 為 ス 。之

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t・ん ＋ ん

ガ為 メ ニ 山東，安積 ・安達 。岩瀬諸郡 常 二 早損 二 苦 ミ 水利ノ急ナ
　 　 　 　 　 　

Ptへりみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けつさく

ル
撫 古戀 テ 顧 ル 者 ア ル コ 嘸 シ ・往 年決鑿 ノ議ア リシ モ ，

共開鑿皆隧道 二 係 リ，不二 見嶺 直Wt　25SO 間，三 森嶺 4140 問 ニ シ

テ
砥碁工 事 ノ 歳 月 ト数 百万 ノ 靉禽7要 ス ル ノ ミ ナ ラ ズ 　山 ノ 前 後

皆堅硬 ナル 山 骨 ヲ露 ハ シ，且 険峻 ニ シ テ，只 其下 rl一方掘鑿 ノ道

ア ル ノ ミ。其上 ロ ノ如 キ ハ 湖 ノ 水面 ヨ リ若干尺 ノ 水底 二 係 レ バ ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ な　　　　　　　　 t よう さ ぐ

：風水出入 二 由ナ ク，又 竇 （穴）ヲ狭窄 ニ ス レ パ 数千間 ノ問何等ノ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か つ だ い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かへ
器械 ヲ用 フ ル モ ，空 気流通 ス 可 カ ラス ，濶 大ニ ス レ バ 労費貲 （あ

が な う）セ ス ，殆 ト人力ノ 及 ノ・ザル 者 トス 。

　 然ル ニ
， 耶麻郡 山潟村 田子沼 ノ東嶺 ハ

， 開鑿容易ナ リ ト聞キ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t が　　　　　　　　　 わ ずか・
直 二 測 量 二 著手 ス ル ニ ，

ず忠脈 東西 ヨ リ 迫 リ，穿 ツ 所 ノ距離僅 二

§g2擱弁
二 過 キス ，加工 隧 道 ノ下 ロ バ 工 事 ヲ要 セ ス シ テ 川 ヲ下 リ，

対 面駱 近 ノ認蝉 孳 諏 堰ヲ 下 リ熱海 楠 五 百 川 （今 ノ疏 水

橋） ヨ リ最孟懣末 ナ ル 牛庭原マ テ，水路 ノ 長サ 16000間余ノ間，
131尺 余ノ 勾配 ア リ，他ノ 想像 ヲ 以テ ス レ ハ ，安積郡 ノ地形 ハ ，

覇夏リ北 二 下 レ ル 事阿武隈川 ノ北流 ス ル ニ 由テ 證 ス 可 シ ト雖 モ ，
山 麓 ノ 地形ハ 之 二 反 シ 漸 次 二 低下 セ ル ヤ推歩 ノ確 実 ヲ示 ス 所 ニ シ

テ，普 通 ノ 流藍譱ヲ以 テ ス レ ハ ，反 テ 急 二 過 キ タ リ。 幸 二 此 ノ位
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ 　え　ん

置 ヲ以 テ 此 ノ 勾配ア リ，是 レー大 事業 ノ起ル 所 以ナ リ。」 （『安積
疏水志 ・天』）

　お もえ ば ， 安積疏水 は 天然 の 奇跡 に恵 まれ て い た。 奥羽

細脈が南北に縦走す る中に あ っ て ，唯
一

箇所， 沼上峠が 東

西 に くび れ て い る 。こ の わずか な所 をうが つ と湖水 は そ の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て ん け い

ま ま 天然の 五 百川 に自然流下す る の だ。まさに 「
天恵」 と

い っ て もよ い
。 しか も，南の 復命 に もある よ うに ， 安積 ・

岩瀬郡 の 諸原野 は阿武隈川が北流する の とは逆に，北 か ら

南 に 地形は低 く な る 。 水路 は あ る がま まの 地 形を北 か ら南

に 向 か っ て 流 せ ば よ い 。

　か くて ，南一郎平 の 「
従来調査 セ ル 所 ノ 図書」 は ， フ ァ

October ，1983

ン ・ドール ン に よ っ て 認 め られ る こ とに な る。出版物で い

え ば 「監修」 に 当 た る で あ ろ う。 だ が ， 前記 した よ うに こ

の 時点 で の 設計は ま だ極 く
一
部の 大綱で あ っ て ，詳細 な実

施設計 は ま だ な か っ た。ま して や ， 五 百川 か ら諸原野 に 及

ぶ 幹線 ・分水路は実地測量 も十分なされ て お らず， そ の 設

計は ま だ白紙の 状態で あ っ た。

2，　 日本人技術者の 活 躍

　 2．1 山田 寅吉の 設計

　 それ で は ，安積疏水の 詳細な全体設計 は誰に よ っ て なさ

れ た で あ ろ うか 。それ は ， 当時 フ ラ ン ス に留学 し土木技術

を学ん で 帰国 した 内務省勧農局 の 技師山 田 寅吉を中心 とし，
こ れ を補助す る数人 の 日本人技術者た ち に よ っ て 安積疏水

の 設 計が完成した の で あ る。

　 山 田寅吉 は 嘉永 6 年（1853）， 福岡藩士 山 田忠吾の 長男 に

生まれ た。明治元 年わずか 15歳 で 藩 の 官費生 に選 ば れ て イ

ギ リス に 渡 り， さ ら に フ ラ ン ス に 渡 っ て ，明治 9 年エ コ ー

ル ・サ ン トラ ル 大学 の 土木建築科を卒業 した。帰国す る と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　
解府の 技術者に 登用 され，明治12年猪苗代疏水工 事 の 設計
主任 を命 じ られ た （『大 日本博 士 録 』）。か れ は こ こ で，南一

郎平 ・
伊藤直記 ・新渡戸七 郎 らの 口本人技術者 と協力 して ，

十六橋 ， 山 潟 トン ネル ，疏水路の 幹支線 の 設計 に 当た っ た

の で あ る。山 田寅吉の 当時の 月俸 は 200 円 で ，こ れ は 地 方

長 官 （知 事） に もひ っ て きす る ほ どの 高給で あ っ た 。 南 ・

伊藤 ・新渡 戸 らの 月 50円前後 に 比べ 破格で ある。い か に 彼

が稀少価値 の 少壮技術者で あ っ た か が わ か る。ち な み に
，

彼は 明治 19年 に 官を辞 して 土木系の 会社 を興 し ， み ず か ら

門司築港 の 設計， 大津疏水の 請負，木曽川浚渫工 事，福 岡

県水害復 旧工 事， 岡山 県水害復 旧 工 事 ， 熊本城震災復旧工

事， 讃岐鉄道設計お よ び請負な ど大きな水利土木の 設計 と

請負工 事 を数多く手 がけ て い る 。晩年 は豊 国 炭 砿 株式会社

々 長，工 学博士，昭 和 2 年75歳で 死去 。

　 こ れ よ り さき ， 明治 11年福島県 は第12区 （耶麻郡 ・河沼

郡を管下 とす る ）の 副戸長星 大 四 郎 に 猪苗代湖西 岸の 諸 せ

き （堰） の 調 査 を命じ て い る が
，

2 月20 日星 は そ の 報告書

を提出 した 。 従来 か ら， 猪苗代湖 の 水 は 西岸 の 戸 ノ ロ せ き・

布藤 せ きを通 して 会津盆地数千町 歩 に か ん が い し て い た が，
安積疏水 を 開 い て 東岸 の 山潟 か ら湖水を東注す る こ と に な

れば 「東西 の 水量」 の バ ラ ン ス を計ら な ければ な らな い 。
　 　 　 　 　 は に　た

星大 四郎は 土田せ き （猪苗代湖 の 源流長瀬川 の 上流 か ら ，

磐梯 山 の 半腹を屈曲し て流れ る ）。戸 ノ ロせ き ・
布藤 せ き

に っ い て詳細な復命をし た が，こ れ は東西水量を調整す る

た め に構築され た 十六橋設計の 重要な資料 とされ た の で あ

る e

　明治12年 6月，松方勧農局長 は 局員山 田 寅吉 を福島県 に

派遣 し た。さきに 南
一

郎平 ら に よ っ て 測 量 され た設計を，
そ の 実施着工 に 向けて 彼 に 見定 め させ る 目的 で あ っ た。
　 　 　 か つ

「寅吉ハ 嘗テ 仏国二 在 リ，専 ラ工 学ヲ 修ム 。故 二 此 命 ア リ。」

5
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（『安積疏水志 ・
天 』）と あ る よ うに，彼 は 土木工 学の 専門

家 で あ っ た。彼 が 復命 した 設 計 調 査 書 は 膨 大 に の ぼる 。

山 潟 よ り熱 海村土橋 迄 の 工 事 記。
山 潟 よ り熱海迄 諸工 事予 算書。
お セな ざ ね

翁沢諸工 事方法計算書。

翁沢 諸工 事仕様 書。

十 六 橋架 け替工 事積 。

物 価表。
＋ ttお t’
受負条約規則。

　2．2　山田 の復命書

　大項 目だ け で も右 の とお りで あ る が ， さ ら に 山 田 は そ の

項 目ご とに掘 り下げた 設計調査を遂げて い る 。 復命書の 冒

頭 に は っ ぎの よ うな総論が掲 げ られて い る。

　　 復命書 （注 ・句読点， ル ビ は 筆者に よ る）

　 明治 12年 6月，命 ヲ奉 ジテ 福 島県下 二 派 出 シ，即 同県下原 野 開
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ た　 　 　 　 さ き

墾 ノ為 メ 水 利ノ状況 ヲ検ス ル ニ 方 リ，嚮 二 奈良原氏 及 ヒ 南氏等ガ

既 二 見 定 メシ 水路 ノ 方 向ヲ実見セ リQ

　 凡ソ 水 路 ノ 方 向 ヲ定 ム ル ニ ハ ，先 ツ 縦 横細 密 二 地 利 ヲ 見分 シ テ

然ル 後 始 メ テ最 良ノ 方 向ヲ定 ム ル コ トヲ得ベ シ 。然 ル ニ 当時許多

　ノ 日子 ヲ有 セ サ ル カ 故二 ，細 密 二 各 処 ヲ見分 ス ル コ トヲ得 ス ト雖

モ
， 既二 両 員 （注・奈良原

・
南 を指す）ノ見定メ シ 方向ヲ見分 シ ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あへ
且 ツ近 傍 ノ地形 ヲ 聞ク ニ 此方向 ノ必 ス 最良ナ ル ヘ キハ 敢 テ疑 ヒ ヲ

容 レ サル 所 ナ リD

　 既 二 水路 ノ 方向 ヲ定メ タル 上ハ ，此 ノ方向 ヲ縦横二 測量シ ，入

費 ノ 最 モ 少ナ キ ヲ主 トシ テ水 線 ヲ定 メ，各工 事の 寸法 ヲ 算定シ，

　図 面 ヲ作 り，工 事 ノ入 費 ヲ予算 シ テ 而 ル 後著手 二 及 フ ヘ キ モ ノ ナ

　 リ 。

　 今若 シ 水 路 ノ方向 ヲ縦横二 測 量 セ ス シ テ線路 ヲ定 メ ン ト欲 セ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 v ん t（

ハ ，恐 クハ 労シ テ功 少ナ ク，迅速 ナ ラン ヲ欲 シ テ反 テ許 多ノ時 日

　ヲ費ス ニ 至 ル ヘ シ 。散 ニ 工事通 常 ノ方 法ヲ以テ ス ル ヲ良シ トス 。

而 シ テ此 ノ測量ヲナ ス ニ ハ 測量人三 組及 ヒ 三 箇月ノ 日子 ヲ要 ス へ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ウ よ も ぜ ん

　シ 。 而 ル 後平面図 ヲ作 リ，此 ノ図 二 拠 リテ 実地 ノ 高低
一

目瞭然 タ

　ル トキハ 最良 ノ 線 路ヲ論定ス ル コ トモ 亦容易 ニ シ テ ，且 高低図ヲ

　作 y各 工 事 ノ方法 ヲ算定 ス ル コ トヲ 得 ヘ シ 。

　　此 ノ工 事ノ最緊要ナ ル ハ 翁沢 二 於 テ 湖水及 ヒ 戸 ノ ロ ・布藤 堰 ノ
　ばん　さ
　磐下ケ，並 二 山 潟 ヨ リ五 百川 二 至 ル 迄 ノ諸工 事等ナ リ。 而シ テ 翁
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 や　 　や

　沢 ノ諸工 事ハ 既 二 測量 モ 稍 々 出来シ，且土木 局御雇 ドール ン 氏 力

　水量 等 ヲ計 算セ ル コ トア リ， 又 山潟 ヨ リ沼上 峠 二 至 ル 迄ハ 平坦 ナ

　ル ー線路 ナ ル カ故 二 ，一見 シ テ線路 ヲ定ム ル モ 敢 テ 大害ナ カ ル ヘ

　シ 。 工 事著手 ノ 順序 ハ 先ツ 翁沢 ノ諸工 事 ヨ リ始 メ，山潟の 掘割 及

　 ヒ 沼上 ノ掘 抜キ等 二 及 フ ヘ シ o

　　愚考 ス ル ニ ，先 ツ 翁沢 ノ 諸工 事及 ヒ 山潟 ノエ 事 二 着手 セハ 此　　　　 しゆんゼい
　等 ノ工 事竣 成二 至 ル 頃ニ ハ ，他 ノ 測量 モ 必 ス 充分 二 行届 ク ヘ シ 。

　而シテ平面図及 ヒ高低図 ヲ 作 リテ 他 ノ工 事 二 著手ス ル ノ方法ヲ設

　 ク ヘ シ e

　　今先 ツ 翁沢 ノ 諸工 事 二 著 手ス ル ニ 必 用ノ 図書類及 ヒ 山潟 ヨ リ熱

　海ノ土橋 二 至ル 迄 ノ諸工事 ノ図書ヲ 作 リテ呈ス 。 即 チ翁沢 工 事上

　必 用ノ図書類 ハ
， 図面， 物価表，工 事計算 書，工 事予 算書及 ヒ 請

　 負条約規則 等ナ リ。 山潟 ヨ リ熱海 ノ土橋二 至 ル 迄 ノ諸工事 ハ ，測
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ モか

　量 等未 タ充分 ナ ラ サル カ 故，密 二 工 事ヲ算定シ 難シ ト雖モ ，概ネ

　之レ ヲ 算定シ テ 図面 ヲ作 リ予算書 及 ヒ 工事 記 ヲ添テ呈ス 。 此 ノエ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お わ

　事ノ仕様帳 ハ 細密二 測量了ル ノ 後，翁沢諸工 事 ノ仕様 r暖 こ 準 シ テ

　 編製 セ ン トス 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お わ

　　其 ノ他 ノ 諸工 事 ハ 測量卒 リタル 後， 平面 図ヲ作 リテ 水平 ヲ定メ

　 タル 上 ナラ テ ハ 予 メ算定 シ 難シ 。

　　熱海土 橋ノ所 二 於テ ナ ス ヘ キ 工 事 ハ ，既 二 工 事 記 ニ モ 陳述 ス ル

　如 ク 方法 二 説 ア リテ，其得 失利害 ヲ見ル ニ ハ 其ノ ニ 様ノ 方法 二 拠
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　しむ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 も と

　 リテ 其 ノ計算書 ヲ比較 セ ハ 固 ヨ リ判 然 タル ヘ ケ レ トモ ，惜 ラク ハ

　 時 日 ヲ 有 セ サ ル カ故 二 此 ノニ 様 ノ比 較 ヲ得 ル ニ 及 バ サ リ シ 。

　　伝 聞 ス ル ニ t 従来請負仕事 二 於テ 不都 合 ノ 生 シ タ ル コ トア リシ

、
O

ト。

　愚考 ス ル ニ 工 事 ノ受負ハ 諸種 ノ 方法 ア リ ト雖 モ ，木 石 ノ価 額及

ヒ 人夫雇 賃 ヲ定 メ テ工 事各部 ノ 物 価表 ヲ作 リ，此 ノ 表 二 拠 リテ 受

負 ヲナ サシ メ，而 シ テ 必 ラス 入 費予算書 ヲ 日的 トシ テ 受負 ノ代価．

ヲ定 ム ル コ トナ キ ヲ要 ス 。 且 実地 二 於 テ 測量入 ヲ シ テ工 事 ノ 各部

測定 セ シ ム ヘシ g

　凡 ソ工 事ハ
， 工 師ノ 為 ス ヘ キ モ ノ ニ シ テ ， 其 ノ 責ハ 固 ヨ リ工 師

二 在 リテ 受負人 ニ ア ラサル モ ノ ア リ。 故 二 受負 人 ハ 唯技術 二 熟達
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 k　　　　　　　　 さし ず

シ テ 巧 ミニ 工 事 ヲ取扱フ ノ ミ ニ シ テ，且能 ク工 師ノ指図二 従フへ
　 　 　 　 み だ

キ ハ 勿論，妄 リニ 工 事 ノ 方法 ヲ論 ジ，及 ヒ 工 事 ノ仕様 ヲ変ス ル 等

ノ コ トヲ許 サズ 。 此 ノ如ク シ テ 請負ヲ ナ サ シ ム ル トキ ハ ，受負約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 むつ
定規則四 十箇条 ヲ定メ 置カ サル ヘ カ ラズ 。 此等ノ規 則ハ 事 ヲ六 ケ　　　　　 かへ
敷ス ル ニ ア ラス ，却 テ 事 ヲ簡便ナ ラ シ ム ル タ メ ナ リ。 而 シ テ工 事
　 し　まつ　 　 ずベ
ノ始末 ハ 総テ 主轄 セ ル 工 師 ノ意 見ニ ヨ リテ 異ナ ル コ トアル ベ シ。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ

　請負 ハ 仕様帳及 ヒ 物価表 二 拠 リテ約定ス ル コ トナ レ ハ ，此 ノニ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ と

ツ ノ モ ノ ハ 最緊要 ナ ル モ ノ トス 。然 リ而シ テ物価表 ヲ作ル ニ 方 リ，いま だがつ
未 曽テ 地方 ノ物価 賃金等 ノ適 当ナ ル 格 ヲ詳 知 セ サル カ 故 二 ，或 ハ

　 　 　 ど かた 　　　　　じん もん

地方 ノ土方等 二 訊 問シ ， 或 ハ 佛国ノ 価格 二 拠 リテ算定シ ， 以テ 且

ラ ク物価 ノ算定法 ヲ記 セ シ ノ ミ ニ シ テ ， 此 ノ表 ノ 価格 ハ 必 ス 適 当
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ らがじ 　 　 よ 　 　 　 　 　 ピんみ
ナ ル モ ノ トス ヘ カ ラサル ナ リ。 故 二 入 札前 了 メ 能 ク 精細 吟味 シ

テ 此 ノ 表 二 記 載セ ル 所 ノ 価格 ヲ 改 正 セ ン コ トヲ 要 ス 。 斯 ノ 如 ク シ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あヘ
テ直 二 翁沢諸 工事 二 著手 セ ハ ，敢 テ不 充分 ナル 所 ア ル ヘ カラ サル

ナ リ。

　 モ も f も 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 まさ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 カこ
　 抑 此 ノ水 利 二 関セ ル 工 事 タル ヤ，応 二 万 年 ノ富 ヲ興 ス ヘ キ モ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し セ が　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 け ん ろ う

ノ ニ シ テ ，
一時ノ利ヲ 見ル モ ノ ニ ア ラス 。故二 工 事モ 亦随テ 堅牢

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 k と え

ニ シ テ永 ク保存 ス ル ヲ要 ス ル ナ リ 。 愚考ス ル ニ ，縦令其ノ入 費 ヲ

減少 ス ル モ 到底永存 ヲ 期 ス ヘ カ ラサ ル ノ 工 事 ハ 反 テ将 来許多 ノ 費
　 　 かも

用 ヲ醸 ス ニ 至ル ヘ キ カ 如シ。而 シテ 此 ノ工 事 ノ総 費ハ 拾五万円 ヲ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Sh

超過ス ヘ キヤ 否ハ
， 全 ク測量計算ヲ了 リシ 後 ニ ア ラ ザ レ ハ 予 メ算

定 刃 レ 。 トヲ得 ス ト賂 モ ，工 事 ノ 容 易 二 發籏 至 、レ ヘ キ ．墨モ

疑 ヒ ナ キ所ナ リ。且 既 二 前 ニ モ 陳 述 セ シ 如 ク，工 事 ハ 工 師 ノ賣任
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ずみ　か

トス ヘキモ ノナ レ ハ ，必 ス 工 師ヲ シ テ 之 レ ヲ主轄 セ シ メ，速 二

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ ｛ばう

共成功ヲ奏 セ シ ム ヘ キ コ ト ヲ冀望ス
。

　 明治12年

　　　　　　　　　　　　　　勧農 局御雇　山田 寅吉　 

　 勧 農 局長　松方正義殿

　以上述べ て きた とお り， 安積疏水 の 測量・設計は フ ァ ン ・

ドール ン
ー

人の 手 に成 っ た もの で な い こ と が 明 ら か で あ ろ

う。む し ろ そ の 大部分 は 南
一

郎平 ・山 田 寅吉・新渡戸七 郎■・

伊藤直記 そ の 他 の 日本人技術者 に よ っ て 行わ れ て い たの で

あ る。し た が っ て 「安積開拓 の 父 」 と し，ま る で ド
ー

ル ン

が唯
一

の 設計者 で あ る ご と くけ ん 伝す る の は 明 らか な 誤認

か誇張で事実に反す る。

　2．3　 ドール ン は 指導者

　だ か らとい っ て ， ドール ン の 役割が な か っ た わ け で は な．

い
。 彼の 深 い 技術者 と して の 経験は ， 日本人技術者 の 手 に

な る 測量 ・設計に 目 を通 し て ，こ れ に 「断」 を 下 し，そ し

て 工 事 は成功 した。明治11年 11月 6 日 ， 戸 ノ ロ ， 由 潟，沼

上 の 視察を終え た ドール ン が，開成山の 疏水掛出張所に お

い て演説 し た。南
一郎平らg手 に 成 る 図面 ・測 量 に 対 す る

指導演説 を した の で あ る。そ の 日，奈良原繁 が 勧農局 の 橋

本 ・千坂少書記官に あて た文書 （『安積疏水志』）に よ る と。

　　「工 師見分中，幸 二 雨天少 ク，且 見分 ノ 総 テ ノ都合モ 大 二 宜敷

　候。第三 線 路三 森峠ノ儀モ 県官 （注 ・県 中条書記官 らの 案） ニ テ

　ハ 断 念 ノ 由申聞候 得共 ， 尚地 方官民 ノ疑 惑 ヲ 決 ス ル カ タ メ，工 師 1

土 と基礎，31− 10 （309）
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tt

ろ う

ヘノ 大略 ノ 位 置 ヲ示 シ ，且 図面 モ 披 露致候 処，工 師 ハ 人力 ノ 能 ハ

サ ル ト申訳 ハ 無之候 得共，限 ナ キ ノ 年月 ト労 費 トヲ要 ス ル コ ト ニ

　 　 　 　 　 　 　 こうえき

テ，之 二 償フ ヘ キ效益 ハ 決シ テ無 之，因 テ此方 ニ ハ 更 二 見込ナ シ

ト証 明 セ リ。」

と あ り，三森峠案の よ うな もの は 「西洋ニ テ モ 四千間余 ノ
　 　 　 　 ずい どう　　　　　　　　 ぼ ど

疏水 二 ，隧道 ヲ要 ス ル 杯 ハ ，絶テ 聞カ ザ ル 所 ナ リ。」 と ， 当

時の 技術水準で は 全 く不可能で ある と し て 沼上案採用 の 断

を下 した の で あ る。 ドール ン が安積疏水工 事 に果 た した最

大 の 治績 は こ の 点に あ っ た 。

　そ して ，   工事の 都合，   山潟村湖水掘割の入 口 ，   山

潟 よ り沼上 ま で の 掘割，  沼 上峠 の 掘 抜 き，  五 百川 の せ

き ，   五 百川 よ り玉 川 へ 支流す る所 よ り熱海 の 土 橋 ま で の

掘割，   熱海 の 土橋 の 所 の 掛樋 ，   山潟 よ り熱海ま で諸工

事予算書，  翁沢諸工 事寸法計算書，   戸 ノ 卩 せ き 盤下 げ，

  布藤せ き盤下げ ，   布藤 せ き瀬割堤，  物価表，  受負

師 に命ず る 約定お よび箇条，  工 事見積等 に つ い て 詳細 ち

密 な設計 をい ち い ち数式を あ げて 復命 し て い る 。こ れ に よ

っ て ， 安積疏水の 設計と工事方式 は ， 西岸の 翁沢 付近 の 工二

事か ら 東の 熱海土橋の 掛樋に 至 る ま で が完了 し た こ と に な

る 。残 る は 幹線 と分 水 路 の 設計 を残 す の み と な る が ， こ れ

は 上記 に 比べ て は る か に容易 な 内容 で あ っ た 。

　 2．4　新渡 戸七 郎と福島県技師

　い よ い よ 着工 で あ る。勧農局 は 明治12年 9 月，安積疏水

工 事掛員13名を任命 し，奈良原繁 に 諸務を管掌させ る こ と

に し た 。

　 奈良原 　 繁 　 磯 長 得 二 　 群 岡 　 彰

　 伊 藤 鉞五 郎 　 南 　 一郎 平 　 伊 藤 直 記

　 羽根 田 延 光 　 大 橋 　 靖 　 大 江 　 保

　 渋 谷 吉 蔵 　 新渡戸 七 郎

　 稲 田 秀 実 　 後 藤 良 介

　上記 の うち羽根田延 光（県七 等属）・伊藤直記（県 九 等属）・

大江保 （県十 六 等 出仕）は福 島県 の 職員 で 勧農局疏水掛
’
に

兼務出向 した者で ， 羽根田は 開墾業務に
， 伊藤 と大江 は 地

理 掛 （技術者）で 疏水工 事 に協力 した。

　羽根 田延光 は 旧 中村藩士 。明治 7 年 に第 1 区 福島会所 の

書記に出仕 し， 翌 8 年 7月 か ら県の 開成山開拓掛に在勤し

て い た。大江保 は 旧会津藩 士。若松県 に 出仕の の ち 明 治 9

年福島県地理課 に 勤務 し，主 に 新道建設 の 業務を担当 して

い た。そ の 専門的知識 を買 わ れ て勧農局 に兼務出向 した 。

　 　 　 　 　 に　 と　 べ

　勧農局 の 新渡 戸 七 郎 は 旧盛 岡藩 の 士 族 。 札幌農学校 で ク

ラーク の 教え を受け た 著名な新渡戸稲造 （旧 制
一一

高校長 ・

東京帝大教授） の 実兄 で あ る 。 維新後上京して 土木 を学 び ，

安積疏水 工 事 の 実測設計 に 活躍 し，の ち に は 山 口 県鹿背 ト

ン ネル 工 事，栃木県那須原疏水 工 事，岩手県の 鳥越 トン ネ

ル 工 事等を手がけた優れた技術者で あ っ た 。 山田 寅吉設計

の 実施 案の 作成，熱海 トン ネ ル ，疏 水 の 幹線お よ び 分水 路

の 測量 と設計 に活 躍 し ， 勧農局 疏水掛 の 技術畑 で は 極 め て

重要 な 入物で あ っ た 。 青森県十和田市の 「新渡戸記念館」

に 資料が 残 され て い る。

October ，　1983

特別講演

　後藤 良介 は 編島県安達郡高川村石筵 （現郡 山 市熱海町石

筵） の 出身 で ，村第 1 の 旧家，豪農 で あ っ た。戊辰戦争 に

よ り石 筵 は 焼 き つ く され ，そ の 後建築 され た 後藤家 は 和洋

折衷 の 作 りで ，文化財 と し て の 保護が 検討 され て い る。良

介は嘉永 5年 （1852） 2月 の 生れ で，維新後上京 し，下総

の 内務省寮 に て 士 木工 学 を学 び ， 内務省の 技術者 と して 各

地 の 開発事業 に従事 し た。

　明治12年 9 月，政府 は 奈良原繁以下10名を 「勧農局猪苗

代疏水工 事掛」 に 任命した が後藤良介は 7 等属 の 身分 で 発

令され て い る。14年に は 16名に増員 され る が ， 後藤は終始

中堅 技術者 と し て 主 に 測量 を担当 し た 。 14年 の 10 月 に は 有

栖川宮 よ り，15年12月 に は 政府 よ り賞与勉励金 を受 けて い

る 。こ の 疏水工 事 で は 福島県出身者後藤良介 ， 伊藤直記，

大江保 の 3 名 が 技術者 と し て 活躍 し て い る。

　疏水工 事が完 了 して 国 か ら県 に 引き継がれ る際，地元 出

身者で あ り疏水着工 以来内情に 詳しい こ とか ら，松方公 よ

り託 さ れ 福島県属 と な っ て 以後 の 疏水 に 専任 し，疏水維持

金 5 万円の 請願 の た め の 工 事設計，21年の 磐梯山噴火 に よ

る 猪 苗代湖 の 水源 対 策，23年 8 月 の 大 洪 水 の 修築計画や 災

害 の 防 止 に つ とめ る な ど ， 疏水事業の 着工 か ら維持に 及 ぶ

12年の 長 い 間，こ れ に 従事 した功労者で もあ っ た。

　 そ の 後県属 を辞 し 北海道 な ど の 街路測量計画 な ど，一
貫

して そ の 技術を生 か し続 けて い る e の ち村会議員 ， 学務委

員，消防組頭，郡会議員，郡参事会員，さらに政友会 に 所

属 し て福島県会 副議長 の 重責を 歴任する な ど，地 域発 展 に

も尽 くし て い る 。 昭和 6年 12月80歳 で 没す 。

　伊藤直記 は，文政 9年 （1826） 田村郡要田村大字荒和田

（現船引町 ） に 生 まれ た。家 は 農家 で あ る が 17歳 の 時発 起

して 石森村 の 和算家佐久間朴斉 の 門 に入 り，め きめ き と頭

角 を顕わ し，元治元年藩公 よ り苗字帯刀 を許 され る。時 に

既 に 38歳で あ っ た
。

　戊辰戦争で は官軍 の 夫役に使わ れ た り した が ， 維新後 に

上京し福村周義 に就い て 天文 ・航海 ・陸地測量 の 諸学科を

学 ん で い っ た ん 帰国 し た。三 春藩 か ら算術教授助手 お よ び

卒族 の 名称を拝す。間もなく再上京 し苦労し なが ら ， さ ら

に 数学 ・ 測量 術 を学 ん で 帰 国 し た 。明治 3年 3月 三 春藩家

老 湊潤蔵 よ りの 辞令 に 厂算術教師手 伝被仰付候事 」 と あ る

よ うに
， 伊藤は 藩 の 算術教師補 と して 現米 7 石，年金24円

を 賜 っ た。そ の 年 の ll月， 100 目間 の 暇 を得 て ふ た た び 上

京 ， 福村周義の も とで さ ら に勉強 に励 ん だ 。

　 eAPt とみ
　 已 巳以来洋算及代数術， 海陸 測量諸走方 時器風変潮 ノ理 解，測

　器用法並 天地両球 ノ理 解，三 光 ノ測量，各 国航海術等正二 御相伝

　申候也。

　　明 治 4 年3 月10 目

　　　　　　　　　　　　　海軍兵学大得 業生 　福村周義

　　三 春藩御中

と あ る の は ， 伊藤 が 3 度 目の 上京勉学 の 時の もの で あ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い わ さ き

廃藩置県後の 明治 5 年 5 月，か れ は 磐前県 に 出仕 し
「管内

絵圖調雇申付候事」 とあ る よ うに測量 の 仕事 に 当た っ た。

7

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

特別講演

　つ い で 明治 6年 8 月20 日若松県15等出仕 とな り， こ こ で

も 「管内絵図調申付候事」 と もっ ぱ ら測量 技術者 と して 働

い た。こ の 間か れ は 本省測量司 の 試験 に 合格 して い る。

　 去ル 5 月中，御差出有 之 ノ候測量主人， 等外一等出仕伊藤直記

儀，本 司二 於 テ 実測製図 及 ヒ 器械 用法等 二 至 ル 迄試験候 処，一等

大技生 ＝ 相当致シ 候 。 依テ 爾後 測量 術 ノ 定限別低 ノ通相 達 シ ，本

入指帰 シ 候 間引続 キ御遣 方有之 度候。（下略）

　 明治 7 年 8 月28 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 測量正 　村 田文夫

　 若松県令　澤簡徳殿

上 の 証明を得て 若松 県に 帰県す るや ，若松県 は 之 を 喜 び

「長 々 滞京 ， 若松県 の 名誉に も相成 」 と 3 目問の 休暇 を与

え，い き な り10等出仕 に 昇格させ て い る 。

　明治 9年 に 3 県合併 し福島県が成立 す る と，か れ は ひ き

つ づ き福島県の 測 量 技師と して 活 躍 ， 当時 の 山 形県令 三 島

通庸の 実施し た 中野新道 （福島町 か ら山形県 の 米沢 町 に 通

ず る道路）開削の 実測量 に 当た っ て い る。こ の こ とは後に

伊藤 が 安積疏水 の 山潟 トン ネル 工 事 に 大 い に 役 に 立つ こ と

に なっ た。

　以上 は 主 と して 「伊藤直記陸山翁家系並履歴 』 とい う明

治20年代の 末 に 書か れ た も の に よ っ た が，さらに こ の 記録

に は ， 安積疏水史 に と っ て 極め て 重要 なつ ぎの よ うな記 載

もあ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e い と ん

　 管内絵 図二 取掛 リ，同年 8月整 頓シ 同 8 月 18日，内務省属 官南
一郎平奥羽 開墾模範地 トシ テ 安積諸原 野開拓 ノ為 メ出張 二 付，福

島県測量係伊 藤直記 ヲ引揚ゲ，猪苗 代湖 ヨ リ疏 水敷候見込 二 付，

山薄 キ所諸 々 実測 シ テ 可 差出 旨御達 二 付，昼 夜無別測量 シ テ 差出

シ ，第 1 沼上，第 2 不二 見 山，第35霊 シ ツ 山，右 3ケ 所 外 業 製

図，同 月25日差出 シ 南属官帰京ス 。余又 帰県ス 。 同 9 月16日 ヲ 以

テ 南属官出張，安積諸原野及 ビ沼上山実測二 着手，測 量師東京 ヨ

　リ 2名派 出 ， 余 ト3 名ニ テ 実測上努力，同年11月 ：＝ 至 リ 1 ト通 リ

仕上 リタ ル ヲ以テ ， 奈良原大書記官及 ビ測量師 3名帰 京 シ，内務
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 も く　 ろ　 み

省疏水 事務所 二 於 テ 明治11年 4 月 7 日迄 工 事 目論見二 着手 シ ，同

月10日 ヲ以テ 奈 良原大書記官 ヲ始 メ，各 安積 へ 出張 諸原野及 ヒ水

路実測 ス 。 明治 11年 8月28日工 事着手 二 付，岩倉右 府及 ビ各 大臣

出張開成 山太 神宮 二 於 テ開工 ノ祈祷 ヲ執行 セ ラ レ ，同29日右府及

ビ各大臣帰京セ ラル 。 余等猪蒲代湖水落 口戸 ノ ロ川 二 出張，盤下

ケ ニ 着 手 シ テ 水 門 ヲ 作 リ山 潟村 田子 沼 ヲ潰 ス 為 メ，同村 内 二 代 り

沼 ヲ作 リ ， 次 二 沼上隧 道 二 着手 シ 長 サ 380間 トス 。此 ノ 挙 明治11

年12月 二 着手 シ テ 同13年11月落成全 ク終 リヲ告ゲ リ。

　伊藤直記 の 上記 の 重 要 な 意味 に つ い て は 別項 に ふ れ る こ

と に す る。

　明治12年10月 2 目， 伊藤は内務省 9等出仕兼福島県9等
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の び る

出仕 と な る。そ の 翌 11月 に は 宮城県下野蒜港 へ 出張を命じ

られ て い る。

　野蒜築港 は フ ァ ン ・ドール ン が 設計 し失敗 し た 閧題 の 工

事で あ っ た。同14年 4 月 ， 疏水 工 事 の 管轄が内務省か ら農

商務省 に 移管 し ， 身分 は農商務 9 等属 と な る。そ して 安積

疏水工 事 が い っ さ い 完了 し た の で 明治 16年 2 月 10日 に退 官

し た。時に 57歳で あ る。

　 しか し ， 当時 と して は 稀少の 技術者で あ り周囲は伊藤 を

遊ばせ て お か な い 。安積 ・田 村 ・標葉の 3郡共同で 伊藤を

雇 と し，郡 山か ら 田村郡 を経て標葉郡 の 富岡お よび請戸ま

で の 実測 を委託 して い る 。 現在の 田村 か ら 双 葉郡 に 通 ず る

幹線道路 が こ れ で あ る。

　明治20年に は 日本鉄道会社に雇 わ れ（身分は書記），小 山

駅 よ り両毛線開削の 実測，そ の 翌年 に は 相生 よ り足 利 を経

て 大久 保 ま で の 工 事監 督，23年 に は 西 大間 々 よ り伊勢崎町

を経て前橋に 至 る 実測 ， 24年 に は 上州武州界神奈川鉄道工

事 の 担 当， 26年に は 東京
一

大宮間複線工 事 の 実測 を し そ の

年 の 10月 に 退 職 し た e 官 を辞任 し て か ら 10年間 1］本鉄道会

社 の 技術者 と して 測量ひ とす じ に生 きた の で あ る。時に 67

歳。と こ ろ が ま た して も か れ の 技術 が求 め られ ，せ っ か く

田村郡 の 自宅 に も ど っ た の に 秋田県 か ら た っ て の 招 へ い を

うけ ， こ れ よ り数年間秋田に と ど ま る こ とに な っ た。生涯

酒 ・た ば こ をた し なまず，帰村 の 後 は書画 を 友 と し吟詠 を

楽 し ん だ とい う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（原稿受理 　　1983．6．20）
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日本工 学会記念講演会
「わが国工 学の将来と使命」

主催 ： 社団法人　 日本工 学会

日

会

講

時 ： 昭和 58年11月17日 （木）14 ： 00〜17 ： 00

場 ： 工 学院 大 学講堂 （東京都新宿 区西新宿 1− 24− 2　電 話 ：03− 342− 1211 国電 ・地下鉄 と も新宿下車， 西 口徒歩 5分）

演 ： わ が 国 の 産業用 ロ ボ ッ トの 現況　　フ ァ ナ ッ ク  自動化研究所　中島清
一

郎氏

　　主と して，工 場生産の 立 場か ら，産業用 ロ ボ ッ トの 役割 と現状 につ い て 説 明 しま す。

　　 自動化 と人間化の 合一　　東京 工 業大学教授 森 政弘 氏

　　一般に は 正 反対 の もの と思 わ れ て い る 自動化 と人 聞化 とを合一し ，矛盾 を越 えて 未来 を開 く考え方に つ い て 述 べ る。

来聴歓迎
・入 場無料

問合せ 先 ：東京都中央区銀座 8 − 5 − 4

　　　　　（社）日本工学会

日本鉱業会館内　電話 ： 03− 574− 6176
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