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3．　 火 山灰 土 畑 の 不思議
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　 3．1　まえ がき

　農地 は
， 農業生産とい う目的に か な うよ うに 土地 の 造成・

整備が行 わ れ る が，そ の 手法 は，他用途地 の 造成 とほ ぼ 同

様 で あ る。し か し 住宅 ・工業 ・商業 な どの 用地 で は，そ の

上 に建造物を造 っ て そ れ ぞ れ の 活動 が 営まれ る か ら，そ の

用地 に求 め られ る土 の 条件は，平 た ん で 地盤 と して 強 固 な

もの で あ る こ とで あ る。

　 こ れ に対 して 農地 で は，第一に作物 の 成育 に 適 し た 条件

を備え て い る こ と，第 二 に は 農民が トラ ク タ ーな ど の 農作

業機械 を使 っ て ， 耕起や収穫 な ど の 仕事 をす る の に 作業 が

しやす い こ とが求め られ る 。す な わ ち農業 に お い て は土 そ

の もの が生 産手段 で あ っ て
，

工 業 に お け る 工 場 あ るい は 工

作機械 の 役割を に な っ て お り， そ の 質 ・量共 に農業生産に

適 した も の が求 め られ る の で あ る。

　 3．2　農地 の土

　農地 は耕起 されて膨軟で あ り， 施肥 され て 肥効分 を多 く

含み ， そ こ に種 をまい た り苗 を植 え っ けたりす る，作土層

あ る い は耕土層 と呼ばれ る部分 と，そ の 下位の 心 土 あ る い

は 下 層土 と呼 ばれ る層 が あ る 。 植え付け られ た 植物 の 根 は

作土層の 中だ けで な くそ の 下位 の 心土層 の 中に も伸びて 行

．き，そ の 中の 水分や作土層 か ら浸透 した肥料分 を吸収す る。

　農業で は作土層を主体 に 考え る が
， 経費や労力な ど の 制

約 か ら ， 作土層の 厚さは 15〜30cm 程度に考え る 。 しか し

植物 に と っ て は根 が 容易 に伸び 養分 を吸収 し うる 深 さの 範

囲を必要 とす る た め こ の 範囲を有効土層 と呼 ぴ 農 地 の 造

成 ・整備に当た っ て は こ の 有効土層まで を考慮 し，更 に有

効 土 層 の 条件 を次 の よ うな土層 が連続 し て 10cm 以上含ま

れ ない こ と と して い る
1）

。   粗砂含量40％以上 （質量％，

以 下 同 じ），  礫含量 50％以上，  粗砂 お よび礫含量 55％

以 上，   硬度24mm 以上 ，   泥炭ま た は黒泥層 ，   りん

酸吸収係数 2，000 以上。

　畑 は水 田 と異 な り多様 な 作物 が 栽培 され る の で，作物や

作付け体系 （年間を通じて栽培され る作物 の 組合わ せ）に

よ っ て 多少条件が異な る が，理 想的な 土壌と し て 次 の よ う

な 項口が あ げ られ て い る
2＞。   表土層厚25c 皿 以上，  有

効土層深 さ 100cm 以上，  表土 の 礫含量 5％以下 ，   塩

基置換容量 2emef 乾土 1009
， りん 酸吸収係数 700 以下，

  石灰飽和度50％以上 ，   置換性塩基 ：石灰 200mg ！乾土
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1009 な ど，  有効 りん酸 10mg ！乾土 100g
，   pH （H20 ＞

6以上 ，   置換酸度 3以下。

　こ れ ら の 目標値は 化学的なもの を含ん で お り， 農地 の 造

成 ・整備 の 際に行 うこ とと， 農業を営む 中で 長年 の 間 に実

施 して ゆ くこ と とに分け て考え ねばな らない
。 農地 の 工 事

の 際に 行わ れ る土壌改良は ， 化学的 に は酸性矯 正 とりん 酸

の補給で あり，物理的に は 客土 や 石 礫除去 に よ る 士 性 （粒

度）改良，耕起 ・砕土 に よ る 骨組構造や硬度の 改善な ど で

あ る。そ れ と と もに 有効土層 の 厚さを確保す る た め に 下 層

の 状態 に も気 を 配 り，特 に 根 の 伸長 や 水 の 浸透を妨げる よ

うな硬 い 土層や不 良土層が あれ ば ， こ れ を破砕 して混耕 し

た り取 り除い た りす る などの 土層改良を行 うこ と も必 要 で

あ る。

　 3．3　火山灰土 の 畑

　日本 は代表的な火山国で あ り，全国に数多くの 火 山 が あ、

っ て ，そ れ か らの 噴出物 は 種類 ・
量 と もに ばく大な もの で

ある 。

一方我が 国 の 農業 は古 くか ら水稲作中心 に発展 して

き た た め，交通や水利 の 便 の よ い 平 た ん 地 は ほ とん ど水田

と し て 利用 され て お り， 水田 に な ら な い 土地が畑 と して 利

用 され て きた とい っ て も過言 で は な い
。 した が っ て ，火山：

山麓や火 山性 の 台地 ・丘 陵上 の 畑が多く， 全国的 に 畑 の 約

半分 は火 山灰土 で ある 。 な か で も阿蘇 ・霧 島 ・桜島 とい っ

た 代表的活火山をか か え る南九 州 （熊本 ・宮崎 ・鹿児島）

で は ，畑 の ほ と ん どす べ て が火 山灰 土 よ り成 る とい え る。

　火山灰土 の 特性にっ い て は本講座 の 最初 に説明され て い ・

る が，農学的 に は礬土 （ば ん ど）質 と呼 ば れ て ，珪 酸 が 少

な くア ル ミニ ウ ム の 性質が 強 く出 る 。こ の た め 強い 酸性を

呈 し， りん酸を固定し て植物 に 吸収 され に くくして しま う。．

ま た 塩基 の 結合力が弱 くで ， K ＋

や NH ・
＋

の よ うな一
価塩

基 が 流亡 しやす く，肥料 の 効率 が悪 い 。あ る い は酸性中和

に施 した石 灰が早 く流亡 して ， 再 び酸性 に な りやす い な ど

の 性質が 目立 っ て い る。こ れ ら の 性質 は 前節で 述べ た 畑 の

土 の 条件   〜  に は反す る もの で あ り， そ の 改善に は多く

の 労力 ・資材 ・時間 を必 要 とす る 。 そ の た め昔 は 火 山灰 土

地帯は不毛 の 地 と して敬遠 され て い た が，化学肥料 が 安価 ・

大量 に供給 され る よ うに な り，道路や自動車などの 輸送手

段 が 発達 し て，山地 の 火山灰地帯 で も農地 と して の 開発利

用が進 め られ る よ うに な っ た。

　 しか し こ れ と と もに もう1 つ の 問題 が出 て 来 た。そ れ は
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土壌侵食で あ る 。 山地や丘 陵地 で の 畑 の 造成 に 当た っ て ，

畑面 を水田 と同 じ よ うに 水平 に 仕上げよ うとすれ ば土工 量

が多 くな り， また 土 地 の 利用効率も低 くな る た め ，水をた

め る必 要 の な い 畑 で は あ る程度 の 傾斜を残 して仕上げる こ

とが多い 。そ の た め降雨時に地 表流去 水 に よ る土壌侵食が

起 こ りや す い
。 傾斜 10Q の 畑 で 1 年間 に10ア

ー
ル 当た り2

〜3 トン もの 土 が 流れ去 っ た例 もあ る。そ の 土 は耕起 し施

肥 して 大 切 に 育 て ら れ て きた作土 で あ る か ら， 畑 の 生 産力

に と っ て は大 きな損失 で ある。農業 の 生産性 向上や食糧自

給率 の 向上 の ため に，経営規模 の 拡大 あ るい は農作業 の 機

械化 に あ わ せ て 畑 の 規模 も大 き くな る傾向に あ り，土壌侵

食 は 我が 国 の 農業 に と っ て 大 き な問題 に な りっ っ あ る 。 畑

の 規模 が 大 きい ア メ リ カ で は年間30億 F ン ， 10ア
ー

ル 当た

り平均2 トン くら い の 土が耕地 か ら失 わ れ て い る と報告さ

れ て い る。

　土壌侵食 を起 こ す因子 は，地形（主 に傾斜の 角度と長さ）

の ほ か ，降雨 の 量や強さ と土 の 性質 ， 植物 に よる 地表 の 被

覆状態 が あげ られ る 。 火 山灰土 は ア ル ミ ニ ウム の 多い 非晶

質 の 鉱物 ア ロ フ ェ ン が 主 体 で ， 軽 く可塑性 に 乏 し い た め侵

食を受け やすい の で 特 に 問題 に な る。

　植物の な い 裸地 で は 土地 の 傾斜 が 8°〜 10°以 上 で 土 壌侵

食が 激 し くな るが，植物 が は え る と侵食は急減す る 。 した

が っ て 農地 の 造成中お よ び 造成直後 の 裸地 状態 の と きが 最

も危険で ある の は，他 の 用地造成 の 場合 と同様 で あ る が，

作物収穫後次の 作物が成長す る ま で の 間 も侵食 が 起きやす

い の で雨期 の 作物は種類を選 ん で 組合 わ せ を考 え， 1 つ の

作物 の 収穫期 に は も う 1 つ の 作物 が 繁茂 期 に 入 る よ うな 同

時栽培 を し た り，うね を等高線沿 い に 作 っ た り，ある い は

敷草 で地表を覆 っ た りす る な ど，栽培上 の 工 夫がなされ る。

　火 山灰 土 地 帯 で は 土 そ の もの が侵食 され やすい の で ， 造

成に当た っ て 根本的対策 が 必要 で あ る 。 そ の た め造

成費や土地利用率 の 面 で 不利に は な っ て も，畑面 の

傾斜を小 さく （排水を考えて 3 ％程度 に とる）し た

り，造成時に 下層土 ま で よ く耕起 して 水 の 地中浸透

を うな がす ほ か ， 承水路 を整備 し て 地表水 を安全 に

処 理 す る こ と が と られ て い る。

　南九州 の し らす 地帯は ， 台地 を構成 する し らす の

上 に 堆積 した 黒ぼ くな どの 火 山灰土 が 作土 と して 利

用 され て い る が
， 地表水 が 黒ぼ くな ど の作土を侵食

す る ほ か に，台地縁辺部の 急 な斜面 で 火 山灰土 や し

らすを大 きく侵食して 土砂流出を起 こ し，土地 ・水

路 ・河川 の 埋没 ， 台地上 の 農地 ・道路 の 損壊をもた

ら して い る た め，農地保全事業 で 台地上 の 地 表水 を

安全 に流下 させ る排水路の 整備が精力的に実施され

て い る （表一3．1， 図
一3．1）。

　 3．4　畑 の ± 層改良

　農作物 が 畑 で 生育する た め に は，表層の 作土 が そ

れ に適 した もの で ある と共 に，下位 の 土層に も あ る

程度 の 条件 が求 め られ る こ とは前述 した 。 下位に極端 に不．

適当な土層 が存在す る場合に は ， こ れ に 対す る 処 置 が 必 要

に な る
。

　新 しい 火 山 の 周辺 に は顕著 な 特殊 土 層 を含 む 例 が み られ．

る 。 そ の 代表的 な もの と し て
， 鹿児島の ぼ ら ・

こ らお よ び

西富 士 の じ ゃ りまさな ど があ げ られ る 。 こ こ で は ぼ らお よ

び こ らの 処理 につ い て 述 べ る 。

　 3．4．1　ぼ ら層 と そ の 排除

　大規模な火 山 活動 の 際 に は，そ の 初期 に 大量 の 軽石 が噴

出され る 。 南九州 の 霧島お よ び 桜島両 火 山 の 周 辺，特 に そ

の 東側 に は 地表近 くに厚 さ数 10cm の 軽 石 層 が存在し ， こ

の 地 方 の 俗語で 「ぼ らJ と呼 ばれ て い る 。 桜島の 東側の し

らす台地 上 の 畑 で は ，作土層 の 下 に1780年代（安永年間）噴

出 の 安永ぼ ら と ， 1914年 （大正 3 年）噴出 の 大正ぼ ら とが

あ り
4 ）

， 作土層が 20〜30cm 程 度の と こ ろ で は作物 の 根 の

仲長 が 阻害され ，ま た 干天時に 下層か ら の 水分補給が 不十

分 で，農業生産 に大 き な支障をきた し て い た （写 真
一3．D 。

昭和27年に 「特殊土 壌地帯災害防除及 び 振興臨時措置法 」

（特土法）の 適用を受 け， 30年代に か け て ブ ル ドーザ
ー

な

どの 機械力 に よ る 排除事業 が行 わ れ た。

　作業 は まず大切な作土 をは ぎ取 っ て 近 くに 積 み 上げて お

き，次 に ぼ ら を掘 り取 っ て畑の 周囲 に積 み 上げ る。そ れ か

ら作土を ま き戻 して ， 下 の 黒 に が層 （埋没黒色腐植質火 山

灰土層）と混耕す る の で ある 。当初 に は 土工 作業 を人 力 で

表
一3．1 鹿 児島県 に お け る し らす 対策事業 費

3）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （単 泣 loo 万円）

年 度 陳 営・ ・す聯 事業 団体営 し ら桝 策轢 吟 　計

5455

聡

440242684025 3e5281268 470745494293

August ，　1984

図一3．1　 し らす対 策事業の 一
例
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写真
一3．1 ぼ ら を挟 む 土 層断面

行 い ，重労働 で作業能率 の 悪 い 仕事 で あ っ た。畑10ア
ール

当た りに 延 べ 120〜150人 を 要 した と い う （写真
一一3．2）。 昭

和 41年ま で に約 300ha の 畑 で の ぼ ら の 排除 と，下 層 の 有機

質 に 富む黒に が層 との 混耕と を行 っ て い る が，10ア
ー

ル 当

た りの 収量 が陸稲
・む ぎ ・さつ まい もな どで 2 倍近 くに増

大して い る。

　 し か し問題 がそ れ で 終わ っ た の で は ない 。排除した ぼ ら

は畑 の 周囲 に堤防状に 積み 上げ て あ り， 農地面積 の うち約

20％ を専有 し て 土地利用率 を下げて い る上 に，機械力 に よ

る 農作業 の 効率化や農地 区 画 の 拡大 を妨 げて い る。現在 で

は 積み上げ られたぼ らを再び排除し，土地利用効率 と農業

経営 の 効率を 向上させ る こ とが考え られ て い る 。

　 3．4．2　こ ら層と そ の 排除

　 「 こ ら」 と い う の は 薩摩半島南端に あ る 開聞后 の 火 山活

動 で 噴出 され た ，
ス コ リア 砂礫層の 固結 し たもの を指す こ

の 地方 の 俗称 で あ る 。 開聞岳 か ら遠ざ か る に つ れ て 厚 さ ・

硬 さともに減 じて い る が，分布 の 中心 地 で あ る穎娃（え い ）

町 で は厚さ 40cm あ り， ま た くわ を打ち込 む と火花が出 る

の で 「ひ ご ら」 と呼ばれ る よ うな硬 さ で あ っ た 5＞
。

　 南澱地域 の 3 市町 に また が る約 120km2 に 固結 した こ ら

層が分布 し，そ の うち約 40　km2 は 台地 上 に 広 が る 畑 で あ

っ た。表土 の 厚 さが 20〜30CIn 程度 の 畑 で は ・ 作物の 根の

伸長を妨 げ，不 透水層 で あ る た め雨水 の 浸入や地中水 の 補

給を遮断 して農業生産 に大 きな支障 を き た して い た。ま た

傾斜地 で は こ ら層が不透水層 で ある た め表土が流去 して ，

　こ ら層が露出 し て い る と こ ろ も少 な くな い
。

　　こ の 地方 で は 昔 か ら農 か ん 期 を利用 して 住居近 くの 畑 で

わ ず か ず つ 人 力 に よ る こ ら排除を行 っ て い た 。 第二 次大戦

　後県費助成事業 と な り，昭和27 年 か らぼ ら と同様に特土法

　の 適用 を受 け国庫補助事業 とな っ た。昭和 29年 ま で は 人力
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写真
一3．2　人力 に よる ぼ ら排 除 （鹿児島県農政部 ）

写真一3，3　レ
ー

キ に よる こ ら排 除 （鹿児島県農政部）

作業 で 行 わ れ て お り，成年男子 が 2 〜3 入 で 同時 に全力 で

つ る は し を 打 ち込 み ， 3 〜 4回 繰 り返 して よ うや くこ ら層

の 底部ま で 割 れ る とい う重労働で あ る。昭和 3e年 か ら レ
ー

キ ドーザ ーを 導入 して い る が，ぼ らの 揚合 と同様に 畑 の 作

土をは ぎ取 っ て か ら，幅 3m に 8 本 の 刃 を持 つ 2．7 トン の

レ
ーキ を lm の 高 さ か ら落下 させ ，こ ら層 に き裂を生 じ さ

せ て お い て ， レ
ー

キ を引 き上げな が ら前進 して ， こ らを板

状 に割 り取 っ て い る。こ ら層 の 厚 さや 硬 さに よ っ て は 1 回

の 衝撃 で は き裂が入 らず，2 〜3 回繰 り返 し て 打 ち 込 ん だ

と こ ろ も あ る （写 真一3．　3）。

　昭和52年度まで に ， 口標 に し た 約 40ha の 畑 の 排除を終

っ た の で ， 畑 で地表 か ら ：IOcm 以浅 に あ っ た 硬 くて厚い こ

ら層 は，ほ とん ど姿を消 し て 作土 に 混 合 され た。こ ら層 の

排除に よ り，
こ こ で も収量 は 2 倍以上 に な っ て い る

6 ）。
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