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　 ち ょ うど10年前 の 昭和53年 11月 に，土質工 学会関西 支部

創立20周年を記念 し て 講話会 「土質工学展望 」 が 開催され

たが，そ の テ キ ス トの 序文 に座長を勤め た筆者は次の よ う

に 書 い て い る 。

「支部創立 は わ ずか20年前 の 昭和33年11月

に 過 ぎな い が ， 回顧すれば大阪を中心 とす る こ の 地域 に近

代土質工 学が芽生 え た の は第二 次世界大戦終結 後間もない

頃 で あ り，例 え ば大阪 の 地盤沈下 や 地盤耐震性 の 調査研究

をは じ め，後 に大阪地盤図完成の 遠因 とな っ た不攪乱試料

採取 と高度な土質試験技術 の 普及 な ど がそ れ で あ り，そ の

意味 で は こ の 関 西 地方 は本格的 な土質工 学の 発 祥 の 地 と言

っ て も過言 で は な い 。 土 や地盤 は元来 ロ
ー

カ ル な もの で あ

る か ら， 研究面 にお い て も，い わ ゆ る 問題 の 多 い 土 を か か

え た 地 域 で そ の 進展 が著 し く見 られ る の は 当然 で あ る。関

西地方 で は ， 問題 の 土 とい っ て も関東 ロ
ー

ム や し らす な ど

の よ うな 得体の 知 れ ぬ 特殊土 で は な く，例 え ば大阪 地 盤 を

構成す る 沖積層 や 洪積層 な ど は世界的 に み て も普通 の 海成

土層 で あ る。したが っ て ， こ の よ うな普遍的な 研究材料を

手 近 に 持 っ た有利さが，そ の 後 の 正 統 的 な土 質 工 学 の 進展

に大 きい 役割を果 た し て きた の で あり， 敢 え て 言 うこ とを

許 さ れ る な ら ， 我 が国土質工学の 進展 に お い て 大 い に地 の

利 を得 て ， 西 風 よ く東風 を制す る 状勢を作 り出 した の で あ

る 。 」

　そ の 後10年を経て
， 関西す な わ ち近畿圏を と り巻 く行政

・経済状況 は か な りの 変化 を示 しつ つ あ る 。 元来， 近畿地

方は 日本 の ほ ぼ中央 に 位置 し，過去千数百年に わ た っ て 我

が国の 政治， 経済 ， 文化 ， 学術な ど の 発展 に 先導的役割 を

果た して きたの で あ り， 現在で も関東地方 （首都圏） と と

もに 我が国の 二 大中心 地 と な っ て い る 。 す な わ ち，圏内 2

府 5 県 （福井を含む） で 面積31483kIn2
， 人 口 20899 千人

で あ り， 日本全体の それ ぞ れ 8．3％お よ び 17．3％ を占め る。

ま た製造品出荷額，商品販売額 お よ び府県民所得 の 全 国 比

は，そ れぞれ 24．　6％．19．8％ お よび 17．9％で あ る （昭和60

年度統計）。

　こ の よ うな中に あ っ て ， 現在近畿圏で は ， 関西国際空港，

明 石 海峡大橋，関西 文化学術研究都市な どの 大型 プ ロ ジ ェ

ク トが推進 さ れ ， 新 しい 近畿 の 創生 をめ ざ して 発展を図 ろ

う とす る 機運 が 熟 し つ つ あ る。

　 こ れ らに加 えて，地域住民 の 個入個人 の 価値観 の 多様化

に よ り，ゆ と りや うるお い とい っ た 面 の 相対的 重視 の 傾向

が 進 む な か で，近 畿圏 で は 我 が 国 の 固有 の 文 化 が最 もよ く

伝え られ て い る と と もに ， 2 年後 に予定 され て い る 国際花

と緑 の 博覧会 （大阪市鶴見 緑地） を始 め 多 く の イ ベ ン トが

企 画 さ れ る な ど ， 21世紀 へ 向 け て 新 し い 文化 を創造す る に

ふ さわ しい 圏域 として の 基盤 を 有 して い る。

　 い うま で もな く， 上述の 巨大プ ロ ジ ェ ク トを は じ め 各種

の 公共事業 や 産業 の 発 展 に対 応 す る 民間 の 建設工 事 は ，地

盤 を対象 とす る土 質 工 学 と そ の 関連技術を抜き に し て 語 る

こ とが で き な い
。 近年 ， 大阪湾 をめ ぐる 大規模 プ ロ ジ ヱ ク

トが数多く計画 され，そ の い くつ か は 実施段階 に 入 っ て い

る 。 昭 和40年代 ま で の 大阪湾周辺 に お け る 建設 事業は ， 海

岸線の 延伸 と して の on −shore （沿岸） お よ び near ・shore

（接岸） で の もの で あ っ た。そ の 典型 と して 埋 立 事業が あ

げ ら れ る が，代表例と して の 大阪南港埋立 地 （930　ha）や

神戸 ポ ートア イ ラ ン ド （436ha ）ある い は 六 甲 ア イ ラ ン ド

（580ha ） の 建設 は，港湾施設 と し て の 優れ た 機能 の ほ か

に ， 職住近接した 新 しい 街造 りとして 注目され た もの で あ

っ た 。 さ ら に ， 昭和50年代 の 半 ば か らは ， 海岸付近 の 水域

だ け で な く off−shore （沖合 い ） へ の 展開が 求 め られ る よ う

に な り ， 泉州沖約 5km の 関 西 国際空 港 （第 1期エ 事 511

ha）に 代表 され る 沖合 い の 大水深部に お け る建設 工 事が計

画 ・実施され る こ とに な っ た。こ の よ うな 大規模土 木 工 事

は，従来 の 経験の 延 長で な し うる部分に は お の ずか ら限界

が あ り，土木技術の 革新 （イ ノ ベ ー
シ ョ ン ）に よ りそ れ を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ い

克服 せ ね ば遂行 し得 な い 隘 路 は 少 な く な い 。 例 え ば，地盤

調 査法 や原位置試験を含む各種 の 土質試験法 ， そ れに 基 づ

く質 の 高い 設計パ ラ メ
ー

タ
ー

の 選定，設計計算の 原理 や 手

法，実 工 事 に お け る 施 工 管理 な ど と い っ た一
連 の 流 れ の 中

で ， こ れ らの 未経験 の 工 事 が土質基礎 工学の 最新の 学理 に

期待す る と こ ろ の もの は 極 め て 多 い 。また
一

方，こ の よ う

な大事業 が 逆 に 土質基礎 工 学関連分野 の 飛躍的進 展 を促す

契機 とな る こ と も事実 で あ る。

＊
京都大学教授　工 学部土木工 学科

November
， 198S

　 こ こ で しば ら く ， 近畿 の 地盤 に 関す る祉会史的展望 の
一

端と し て ， 畿内を貫流す る淀川 の 治水 ・利水の 歴史 を回顧
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し よ う。畿内 とは 五 幾内（山城 ・大和
・摂津 ・河内

・
和泉），

す な わ ち ， 現在の 近畿地方 の 中心 を な す京阪神 と奈良地域

を い う。 淀川 の 治水 に 関す る 古文書 に残 る 最初の 記事 は，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま ん 　だ

仁 徳帝 （4 世紀） に よ る 「難波 の 堀江」 （摂津） と 「茨 田

堤 」 （河内）で ある 。 元来 「なに わ 」 の 地 名 の 由来 に つ い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぽ み は や

て は い くつ か あるが，書紀 の 神武記 に ある 「浪速」 あ る い

　 　 な み は な

は 「浪花」 とす る 説 を とれ ば，往時 の 淀川 の 河 口付近 の 入

江に 出入す る潮流 は か な りは げしか っ た と考 え られ，堀 江

の 開削や堤防 の 構築 は高度の 技術を要する難工 事 で あ っ た

に 違 い な い 。降 っ て 中世 か ら近世に か け て は太閣堤や文禄

堤 の 築造，さ らに は江戸時代 に 入 っ て有名な大和川付替工

事な どが あ り，現在 の 大阪地盤 の 形成に も重大 な影響を与

え る こ とに な る。こ の 付替 工 事 は 長年に わ た る促進と反対

の 請願 を経て ， よ うや く宝永元年 （1704） 2 月 に起工 ，
8

か 月 の 短期間 で 完成 した が ， 築堤延長 8km
， 掘削延長 5・5

km ，総土量 24Q万 m3 に及 ぶ 大 工 事 で，人夫延約 250 万人

が動員 され たとい う。上町台地以東の 旧河内湖 の 跡 は 現在

も汽 水 性 堆積物 が 多 く，建設工 事の 設計施工 面 で 特殊 の 関

心 が持た れ る 地域で あ る。

　一
方，淀川 の 利水 に つ い て 江 戸 時代の 舟運を見て み よ う。

慶長年間 の 伏見運河 （高瀬川） の 開削と大堰川 の 舟路開通

に よ り，淀川舟路 は 大坂 か ら遠 く丹波路に ま で 延長 され る

こ と に な っ た 。 江戸文化 の 爛熟化 と と も に 全国各藩下 に消

費中心経済が始ま D，都市城 で の 商品 の 生産と地方で の 米

との 交易 の 循環 の 中 で，地理的 に恵 まれ た大坂が全国経済

の 中心 とな り， 諸国 の 物産が集散す る 中心 市場 とな っ た。

安政年間 に刊行され た 「浪花 の 風 」 とい う本 の 冒 頭 に，

「浪華 の 地 は 目本国中船路 の 枢要 に し て 財物輻輳の 地 な り。

故に世俗 の 諺 に も大坂 は 日本国中の 賄所と も云 ひ ， ま た は

台所 な りとも云 へ り。」 と記 され て い る。

　と こ ろ で ， あ ま りよ く知 られ て は い な い が， 近世 に お い

て 京都 （洛中） は 我 が 国 の
一大工業都市で あ っ た。そ の 名
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残 りが現在 もこ の 地 に残 る 各種伝統産業で あ る 。日本 は 元

来 ク ル マ 文化 の な い 国 で あ る か ら，当時 の 商品流通 の 主役

は舟 運 で あ D，淀川を下 る 三 十石船 ・五 十 石船に よ っ て 各

種産品が商都大坂 （浪速）へ集積 され た 。 昭和30年代頃 ま

で は ， 天満 ・船場島 の 内あた りの 河岸沿 い に，そ の 時代 の

倉庫 の 名残 りを偲 ぶ こ とが で きた もの で あ る。

　こ の よ うに い っ た ん大坂に集め られた高品質の 家内工 業

製品 が，今度 は沿岸貿易船 に載せ られ て 江戸 をは じ め 目本
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か み が た

各地 へ 送 り出 され る。京 ・大坂とい う上方か ら地方へ向 か

　 　 　 　 　 くだ

う品物 は 「下 り物 」 と い わ れ 珍重 され た 。 実 に 「下 り物 」

とは 品質の 良い 高級品をい い ，地元 に留 ま る も の は そ の 反

対 の 粗悪品 ， っ ま P 「下 らな い 物 」 な の で あ る 。

　時代が下 が っ て ， 明治以降は大阪 が繊維産業 と兵器関連

産業を中心 とす る 工業都市と して繁栄 した。後者 は幕末 ・

維新の 兵学家大村益次郎 の 新政府 へ の 建策 に よ る もの で あ

り， 事実，日清 ・日露両戦役 の 遂行 に 果た し た大阪造兵工

廠や大阪港 の 役割は非常 に大 きい もの が あ る 。 昭和 の 戦中

お よ び戦後 は こ の 地方は む し ろ 重 工 業 地 帯 と して 著名 で あ

り，煙 の 都 ・水 の 都の 呼称 が そ の 立地条件をよ く表現して

い る。

　筆者が少年時代 に よ く口 に した 大阪市歌 の 第 2 節は次 の

歌 詞 で あ る。

　　　　浪速の 春 の 朝ぼ ら け
　 　 　 　 　 　 ち ま た

　　　　生気巷にみ な ぎ りて
　 　 　 　 　 　 　 　 　 t り わ い

　　　　物 み な動 く生業 の

　　　　力 ぞ強 き大阪市 ， 力 ぞ強き大阪市

　本文 は ， こ の よ うな活動的 な 生業 の 地 城 を文 字 どお り支

える基盤 と して の 「関西 の ±質 と基礎 」 特集号 の 巻頭に，

依頼 に 応 じ て
一文 を草した もの で あ る。

土 と基礎，36− 11（3TO）
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