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愛知 の 埋 立
一

濃 尾平 野南部の 干拓と名古屋 港築港
一

Land 　Reclamation　in　Nohbi　Plain　and 　Nagoya 　Harbor

馬 場 俊 介 （ば ば し ゅ ん すけ）

　 名古屋 大学助教授　工 学部土木 工 学科

　愛知 の 埋 立 （干拓 を含む）は，二 つ の特色 あ る 事

業で 代表 さ せ られ る 。 そ れ は ， 江戸時代を通 じ て 木

曾川下流 の デル タ地帯で 活発に行 わ れ た干拓 に よ る

新田開発 と，明治 ・大正期に端 を発する 名古屋港築

港に伴 う埋 立で あ る 。

1．濃尾 平野の 海面干拓新 田

　1，1 地勢 と新田 との 関係

　木曾川下 流部 の 干拓 は ， 木曾川 と伊勢

湾 との 関係 を抜 きに して は語れ な い 。濃

尾平野は木曾川河 口部に 形成 さ れ た 三 角

州平野 で あ る が ， そ の 相当部分は縄文期

（6000年前頃が海進 の ピーク
1 ）
）以来木曾

川 が営 々 と排出して きた 土砂 の 堆積に よ

っ て 生まれた もの で あ る 。 図一 1は海岸

線 の 経年的な変化 を示 し た もの だ が （梅

津 ら
2♪・3）・4）

の データ を もとに作成）， 縄文

期 には現 ・大垣 市の 南部 に ま で達 し て い

た海が ， 弥生期 （2000 年前）に は 最 大

17km も後退 し，江戸初期 （400 年前）に

は さ ら に最大 10km 後退 し て い る。 こ れ

は，10年で 最大50m と い う数値で あ り，

自然 自らが 強力な干拓者 で あ っ た こ とを

物語 っ て い る 。 こ う した 自然の 干 拓地，

す な わ ち ，
三 角州の前面 には ， さ らに広

大な水面下三 角州が形成され るが ， 江戸

期に入 っ て政情が安定 し米 の 生 産拡大が

藩 の 財政 に と っ て 最大関心事 に な る と ，

こ の 水面下 三 角州を対象 として
一気 に 海

面 干拓新田 の 開発が進展する 。そ の速度

は，江戸 末期 ま で の 250年間で最大 9km

（10年で 360m ）に も達 し て お り， 自然 の

堆積作用 の 7倍 とい うハ イペ ース で あ っ
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た 。

　図一 2（a ）
5）

は ， 干拓 ・埋 立 の 時代ご との 変遷 を

大 ま か に描 い た もの ，図一 2 （b ）
4 ）

は ， 江戸期 の 干

拓新 田 を個 々 に示 した もの で あ る。二 つ の 図か ら は ，

木曾川河 口部 （図の 左 側） と名古屋南西部 （右側）

と で差が あ る こ とが分 か る 。 図一 2（b ）に よ れ ば ，

木曾川河 口部の新 田 は 一つ
一

つ の 規模 が小 さ く， 形

も不規則で （輪中的 と い う表現
4）
），さら に図一2（a ）

図
一 1　 木曾川 河 口 部 の 海岸線 の 経年的変化
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図
一 2 （a ） 干拓 ， 埋立 の 時代 に よ る 変遷

5）

図
一 2 （b ）　木曾川 デ ル タ の 干拓新田

4）

か らは ， 完成年代 の 逆転現象 （海中飛地 の 形成） も

読み取れ る 。

一方 ， 名古屋南西部 の新 田は ， 個 々 の

区画が大 きく形状も規則的で あ る 。 こ うし た両者 の

違 い は ， 新田開発 を行 う主体が個人 か藩か とい う差

に 起因 して い る 。 木曾川河 口部で は，干拓事業は在

地 の 土豪 （初期）や豪農 ・町人 （中期）が個人 的に

出願する 場合が多 く， 特に ，幕府領 ， 長島藩 ， 桑名

藩な どで はそ の 傾向が強 い
。 個々 の 資本規模 が小 さ

い た め ， 三 角州 の 発達 し た 工 事 の や りやす い と こ ろ

か ら手 が付 け られ る こ とに な り， 形状 も三 角州 に合

わ せ て不規則な も の と な っ た ば か り か ， 陸か ら離れ

た 島状の 土 地 （前述 の 海中飛地） も生 ま れ た 。

一
方 ，

30

尾 張藩 の お膝 元 で は，藩 の 自己資本 （初期）か町人

出資 （後期） か の 違い はあ っ て も，藩主導で 工 事が

進 め られ整然と し た区画割 りの 大新田村が出現 し た。

初代藩主 ・義直 の 命で 開発が進 め ら れ た 熱田新田

（1649年）
6）

はそ の代表例で ある 。

　1．2　町人請負新田 に見る経 営効率
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か ん ど

　現 ・海部郡十四 山村 に位置す る 神戸新田 （図一 2

（b ）参照）は ， 江戸 中期の 愛知 の 町入 請負薪田 を代

表す る新田 で あ る
マ）

。 新田 の 開発者は名古屋 の材木

商・神戸文左衛門で ，開発面積は 125町歩 （124万 m2 ），

規定 の地代金 （開発権取得の た め 藩に 支払 う敷金）

は 7811 両 （実際 の支払 い額 は 5550 両
s）

）で あ っ た 。

土 と基礎，39− 1（396）
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工 事 は 宝永 4 （1707）年 に着手 ，

同年中に完成，当初は 大宝前新田

と称 し た （1814年 に神戸新田 と改

称）。

　町人請負新田 の シ ス テ ム は ， 地

代金 を藩 に 納め ， 築堤 な ど開発 の

た め の 工 費 も 自前 で ま か な う代 り

に
，

「縄延 び （石 高 の 過小評価）」

と 「鍬下年季 （一定期間 の 免租）」

と い う特典 によ っ て 利益 を得る と

い うもの で
T）

， 天 災 の 可能性の 高

さを考え る と投機的な事業経営に

類す る 。事実 ， 神戸新 田 の場合 も，

完成 の半年後 に大地震 に み まわれ

て 堤防 を再築 ， 翌宝永 5 （1708）年

に は暴風雨 で 再破堤 ， 修理 の 段階 で堤防 を直線化 し

た せ い で面積が 80％に 減少 ， さ らに
， 正徳 4 （1714）

年 の 暴風 雨 で 再 々 破堤，累積工 費 は 20790 両に も上

っ た
8）

。 最後 の 駄 目押 し は 享保 7（1722）年 の 高 潮

で ， 耕地が半減 し，経営 を断念 し か け る ほ ど の 被災

と な っ た （累積投資額 35000両
9）
）。 そ の 後 の 神 戸

新田 は，幸 い さ し た る災害に も会 わ な か っ た が
， 石

高は 600石程 度 と低迷 を続け る
7）

。 そ れ で も， 入 作

（近 郷 か ら の 出稼 ぎ）百姓 が多 く百 姓 作徳 （取 り

分） を20％ と低 目 に設定で きた こ とと，縄延び が 50

％前後 と大 きか っ た こ とで ， 神戸家 の 収入 は総石 高

の 40％程度
1°）

，すな わ ち年平均 280 石程度 を確保で

きた 。 こ れ は ， 当時の 「 1 石 ＝1〜0．5両 11）

」 の換算

率で は ， 幕末 ま で の 150年間で 32000 両前後 の 収入

に当た る 。 請負新田は，一
村

一地主総小作 と し て の

特権 こ そ得 られ る もの の
，

一度災害に 見舞わ れ る と

割 りの 合わ な い 投資と な っ た 。

　 1．3　干拓地 の堤防

　干拓工 事 の 主体 は 締切 り堤防の 築造で あ る 。 木曾

川下流部の 干拓地で は ， 有明海の よ うに石垣堤防 を

使 わ ず ， 粗朶沈床 の上 にな だ らか な土手 を築 く 「傾

斜堤 」 の ス タイ ル を採 っ た 。 こ れ は ， 東海地方 の 農

業技術指導書 として 著名な 『百姓 伝記（1680年頃）』

に記 され て い る よ うに ， 緩やかな斜面で 波の 勢 い を

打ち消す効果 を狙 っ た もの で
4）
， わ が国近世の 干拓

堤 防の典型的な形態で あ る 。 こ の 方式 は，江戸後期

の 『眠山先生治永伝（1833年）』 で若干変化 し，

「中腹
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図
一3　伊勢湾台風 に よ る高潮災害時の 湛水 日数

D

よ り上 は勾配 を少 し強 くし斯 の 如 く築 立て て 根廻 り

に杭 を打 ち角石 を蒔て 波 を防 ぐ。 波 は砕 け散 る を以

て よ しとす 。」 と い う記述に も見 られ る よ う に，防

波堤 の耐衝撃性 を考慮 し た 「混成堤 」 的な効果を期

待す るよ うに な る。わが 国に ヨ ー
ロ ッ パ 流 の 混 成堤

が初 め て 紹介され た の は ， イ ギ リ ス 人 お雇 い 技師パ

ー
マ

ーに よ る 横浜港 の 防 波堤 を嚆矢と す る が
12）

， そ

れ以前 の 日本に もそれ を受け入 れ る だ け の 素地 は で

きて い た と言 っ た ら過言 で あ ろ うか 。 少な くとも ，

後述す る よ うに
， 明治期 の 名古屋港 に 造 られ た防波

堤 で は ， 粗朶沈床 を主体 と した傾斜堤 の 上 に小 さな

石 積み を載せ た 特殊 な混成堤 （図一 5（a ）参照） が

採用 され て お り， そ こ に は地元 で培われ て きた 技術 ，

オ ラ ン ダ式 の沈床技術 ， イ ギ リス 流 の 混成堤 の 三者

の 混合が 見 られ る
。

　 こ う し て 誕 生 し た干拓新 田 は い ずれ も洲 を締め切

っ ただ け に 等 し い 低湿地 で ，干潮時 に集 中排水する

な ど悪水管理 には苦労した 。 神戸新田 （大宝前新 田

＝ 「大宝新 田 の海寄 りに で きた新田」 の意） と同 じ

文左衛門 の 手 にな る 大宝新田 は ， 明治期 に な っ て 大

型排水機械 を い ち早 く導入 し た こ とで 知 られ る が
，

こ うした傾向は 干 拓地 を 中心 と し て 濃尾平野 の 地 盤

沈下 が進行する に つ れ て
一
般化 し， 現在で は ポ ン プ

排水が欠か せ ない もの と な っ て い る 。 それ に対 し て ，

次節で 解説す る名古屋港 の 埋 立 地では，埋立地 の 売

却 で築港費用 の 大分部を ま か な う関係上 （表
一 1参

照）， 土地 の 付加価値を高め る こ と ， すな わ ち地盤

31

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

報文
一2092

を高 くす る こ とが 重視 され た
14）

。 そ の 結果 ， 臨海埋

立地 の 地盤 よ り，内陸部の 新田村の 方が地盤 が低 い

と い う逆転現象 も生 まれ た。干拓 と埋立 の 定義の 差

が そ の ま ま現れ た よ うな格好だ が，伊勢湾台風 の 際

の 高潮浸永で は図一 31）
に示す よ うに干拓地 と埋立

地 と で 大き く明暗 を分 けた 。

2． 名古屋 港築港 と埋 立

　 2．1 名古屋築港 の 必然性

　 江戸時代の 交通 ・運輸体系 は，「人 ＝ 徒歩，物資

＝ 和船 」 とい うよ うに 二 分 され て い て ， 物流は も っ

ぱ ら舟運が担 っ た。名古屋で も，城下 町 は 内陸部 に

あ っ た もの の
， 運河 （堀川）〜外港 （熱田）を経由

し て全国 と結び つ い て い た 。 こ うし た海運主体 の シ

ス テ ム は ， 明治維新以後 もそ の まま引き継がれ る が ，

外国 と の 貿易が加わ る こ と で そ の 比 重は 一層高 くな

り ， 外航船 の 寄港問題 を軸と し て
， そ れ ま で 均質化

し て い た各地 の 港に 差 を つ け ，
つ ぎ の よ うな差別化

を生む こ と に な る。

　（1） 政策 （防衛 ・治安）上 か ら， 外 国に 門戸 を開

　　　 い た港 ， い わ ゆ る 開港揚が少数 に 限定 され た 。

　　　 こ うした開港揚は地方 の 核 とな っ て 発展 し，

　　　財政的に も政府か ら の 潤沢な支援 を期待する

　　　 こ とが で き た
。

一方 ， 指定 に漏れ た 大半の 港

　　　で は ， 政府 の 極度 の 財政難もあ っ て ， 計画 か

　　　 ら運営 ま で す べ て が地方 の 自弁 に まか された。

　  　外国航路だ け で な く， 内国航路で も船の 大型

　　　化 ・洋式化が進み，船 の 吃水 が 深 くな っ た

　　　（新造汽船 の 平均 トン数は 明治22年の 87t か

　　　 ら明治 42年 の 1094t と ， 20年で 10倍以上に

　　　増カロ
エ3）

）。

　名古屋 の 場合 ， 頼み とす る熱田港は和船 が や っ と

通れ る ほ どの 水深 （港 口 で も 1m 以下） し か な く，

し か も湾内に 深 く入 り込 ん で い て 航路 ・船溜とも狭

く， 大量 の 輸送を さば くこ とが で きな い 状態に あ っ

た 。 維新 か ら明治22年 の東海道線全通 ま で の 問は ，

郵便用 の 馬車輸送 （明治 8年に神奈川〜名古屋問 が

営業開始
13）

）な ど特殊 なケ
ー

ス を除 い て は ， も っ ぱ

ら徒歩か 小 さな和船に 頼 らざる を得な い とい う有様

で ， 港 の な い 名古屋は 時代 の 進歩に 乗 り遅れ る危険

性 が高か っ た。 こ うした状況 は ，明治 6 年 8 月，旅

行で 名古屋 を訪れ た法務系 の お雇い 外国人 ジ ョ ル ジ

32

ユ
・ブ ス ケ の 日記 に的確に 描 か れ て い る

15）
。

　　
『名古屋は，数々 の 開港場に そ の 繁栄を奪わ れ て ，

　 減退 の 傾向にあ る商業活動 の 様相を呈 し て い る 。

　 tSl± 尿 M ……屋 日孱痞 の f＄」．一 田 の レ ，ス 炉 礁 弄 弘 ＿
　

一
HHm ■“

　 　 厂［“JA ｝e− ’ノ、　 ：：［＝　v 一U ノ匸一J）KtL ．曙ノノ

　 て い る。海 と直接に っ な が っ て い な い とい うこ の

　 第
一

の 不便に ， さ ら に 次の もう一
つ の 不 便が加 わ

　 っ て い る。急流 の もた らす 沖積土で 絶えず
一

杯 に

　 な っ て い る こ の 湾は ， こ の 部分で は 小 さい 帆船 し

　 か収容 で きな い の で あ る 。大き い 商船 ， 日本 の 汽

　船 は そ こ に は入 っ て こ られ な い
。 従 っ て ， 名古屋

　 の 貨物は湾の 対岸に ある 四 日市港 に もっ て 行か ね

　 ばな らな い 。 日本人 が貧弱 な船に よる小 さな沿岸

　航海 しか して い な か っ たか ぎりは， こ の地方首都

　 に と っ て も万 事 うま くい っ て い た 。 目本 の 諸港問

　 の 交易が大部分 ヨ ー ロ ッ パ 人か ら買 っ た汽船 で行

　 な わ れ る 今 日で は，名古屋 は死 に か か っ て い る 。』

　 2．2　名古屋港 の黎 明期

　陸の 孤島の 感が あ っ た名古屋 の 現状 を憂 い
， 港の

必要性 を最初に説 い た の は，東京〜大阪間の 鉄道 ル

ー
トの 名古屋誘致 に尽 力 した初代区長 ・吉 田祿在で

あ っ た 。 吉田区長 は，熱田湾 の
一

角の 保田沖に航路

を浚渫 して 熱田港 （明治40年 に名古屋市に編入 され

る ま で熱田 町） に する とい う築港計画 を立 て ， 明治

14〜16年に か け て 中央政府 や愛知県 に働 きか けるが

失敗に終る 。 当時 は ま だ
， 海上輸送 の 窓口 は四 目市

港 （江戸期以来 の 有力港）や武豊港 （中央線 と の絡

み で築港）で十分 ， との認識 が支配的で あ っ た。

　吉田区長 の大望は半分だ けpk られ，明治 19年に

名古屋 駅 が開業 ， 明治22年 に は東海道線が全通する 。

そ の 結果 ， 名古屋 は鉄道 を通 じ て 東京 ・大阪 とつ な

が りは したが ， 明治期 の 物流 の 中心 を 占めた海上輸

送に関 し て は ， 依然 と し て 後進地 の ま まで あ っ た 。

名古屋 で は昭和 10年代の 後半か ら20年代にか けて ，

紡績 ・時計 ・繊維な どを中心 に し た近代産業が勃興

する が， こ うし た産品 の 輸送 に は鉄道や 四 目市港経

由 の 船便が使われ た 。 名古屋 か ら四 日市ま で の 搬送

に は ， わ ず か 40km に 1 週間か ら半月 もか か り費用

も高い な ど ロ ス が大き く （明治 16年）
14 ）

， 鉄道 を利

用 して神戸港 な ど へ 輸送する 揚合に は量 ・コ ス ト面

と も不利 で あ っ た 。名古屋 に と っ て 外洋航路 の 大型

船の 入港で き る 自前の 港を持 つ こ とは ， 産業都市 と

し て の 発展 を め ざす上で 必 然 で あ っ た。

土 と基礎，39− 1 （396）
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表
一1　 名古屋港 と大阪港 の 比較
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費

内

訳
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第一次修築計画 （明治30年）
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図
一 4　 名古屋港第

一
期工 事

14 ）

　名古屋港 （当時 ・熱田港） の 築港計画 を本格的に

推 し進 めた の は ， 明治25年に愛知県知事 と し て 来任

し た 時任為基 で あ る 。 明治27年 に は 築港 の 建議案

（第
一
期計画） が 県会に 提出 さ れ ， 翌28年に は 調査

Jsnuary ，　 1991
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響諏
・測量 の 結果 が報告 され た。 こ の 一次案の 概要 を表

一 1に 示す
14＞。こ の 中で ポイ ン トとな る の は，水深

と港 内面積 で あ る 。 表一 3 に は 明治 29年の 当初案だ

　　　　　　2 年後 に出 され た修正案を併記す る が ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 33

けで な く，
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図
一 5（a ） 名古屋 港 の 西突堤

14 ）

両案を比 べ る と， 水深 は不変 ， 港内面積は 大幅増 と

な っ て い る 。 図一 4　14）
に後者の 工事 図を示 す 。 まず

水深 に つ い て だ が
， 干潮水深

＊
の 18 尺 （5．5m ，

＊

明

治27 〜29年の 朔望平均干潮位） は，天 然 の 良港 で あ

っ た横浜や神戸 は別格 と し て も ， 浚渫 が主体の 大阪

の O．P．＊ ＊25尺 （8．5m ，
＊＊

明治 7 年の 大阪港 の 最

低水位）に 比 べ て も相当少 な く，た か だ か 2500t

程度 の 船舶 しか入港で きな い 低 レ ベ ル の 数値で あ る 。

こ れ で は 当時急速 に進 ん で い た汽船 の 大型化に 対処

で き な い こ と か ら県議会 で大 い に もめたが ， す べ て

が地元負 担 と い う厳 し い 財政下 に あ っ て
， 将来の 浚

渫 に 待 つ と い うこ とに な っ た。一方 ， 港内面積の 方

は 152万 m2 か ら 869 万 m2 へ と 6 倍近 くに 膨張，

そ の た め の費用増加分 は防波堤 の 規格低下で まか な

うよ う計画 変更 され た 。

「水深 はあ とで 浚渫す れ ば

い くら で も深 くで きる が ， 港 内面積は
一
度決め られ

た ら簡単には変更 で きな い 」 と い う訳で あ る 。 表一

1 に は 大阪港 の デ ー
タ （第一次修築計画）

16）
も併示

され て い るが
， 予 算規模 の は る かに小 さな名古屋港

の 方 が ， 港 内面積で は逆 に 70％近 くも大き くな っ て

い る 。 こ の 点が名古屋港 の 発展 の 鍵で あ り， 無理 し

て で も港内面積を増や した と こ ろ に先見 の 明があ っ

た と言 え よ う。

　も う少 し大阪港 との 比較を続 けよ う。 港内面積 は ，

それ を取 り囲む防波堤 に よ っ て 決 め られ るが
， 名古

屋港 や大阪港 の 数値 を見れ ば分 か る よ うに防波堤 の

築造 が最 も コ ス トの か か る部分 で あ っ た。両港 と も，

築港予算に 占め る築堤費 の 割合 は，偶然41％とな っ

て い る。予 算の 差 （189．7万円 と 1546 ．3万円） を考

えれ ば ， 本来な ら名古屋港 の防波堤は大阪港 の 8分

の 1程 度 し か で き な い はずな の に ， 表
一 1 か ら分 か

る よ うに両者 とも同程度 の 規模 を考え て い る 。 こ ん

な こ と が可能 と な っ た の は，名古屋港 の 場合， 水深

が浅 くて 防波堤 の 規模が 小 さ くて 済ん だ こ と も一因

で あ る が ， 築堤費 の 削減に 至上命題 と し て 取 り組ん

34

図一5 （b ）　大阪港 の 南防波堤
le）

だ の が最大要因で あ る 。 大阪港 の 防波堤 は ，形式的

に は 図一 5（b ）
16）

の よ うに 傾斜堤だ が， 材料的には

石塊や コ ン ク リー トを用 い た重量堤 で む し ろ横浜 に

近 く （横浜は形式的に は 混 成堤
IZ）
）， 平均単価900円

／m もす る高級な仕様で あ っ た 。 大阪港 の よ うに堆

積砂上 に大重量 の 堤防 を築 い た こ と は，無用 の 沈下

を招い て 工 費増 （石材使用量 の 増加）に つ なが り，

さ らに コ ン ク リー トが 当時貴重品 で あっ た こ と か ら

コ ス ト増 に拍車 を か けた 。

一方 の 名古屋 港は ， 庄 内

川河 口 に近 い 浅瀬 の部分 に土 堤 を用 い ， 西突堤に は

図一 5（a ）
14）

の よ うに軟弱 地盤 に適 した粗朶沈床を

活用 し
， 高価な コ ン ク リ

ー ト の 代 りに 石灰を混ぜ て

造 っ た人造石 （三 和土）
17）

を採用す る な ど
， 必死 に

な っ て 経費 の 切詰め に努め た 。 名古屋港 の 予算は ，

県議会 の 反対 ム ー ドか ら と て も上乗 せ は 期待 で きな

い 状態 に あっ た の で ， こ うした工夫は ま さに起死回

生 の 策で あ っ た 。

　2．3 名古屋港の拡張
一

埋 立 に よ る工 業港化

　名古屋港 の 第
一

期工事 は ， そ の 後 ， 明治36年 の 鉄

桟橋， ふ 頭 ， 倉庫な ど陸上施 設 の 建造を は じ め何度

も修 正が加 え られ，明治43年に総額 286 万 円 （利子

含まず）を も っ て竣工 する 。 そ の 間 ， 明治39年に は

巡航博覧船 ロ セ ッ タ丸 （3800t ， 吃水 17尺）が 工事

中なが ら無事入港を果 た して 築港 の 成果 を市民に ア

ピー
ル し ， 県議会 の 反築港ム ー ドを和 らげた

17）
。 翌

明治40年に は熱田町が名古屋 市に編入 され ， 名称 も

熱 田港 か ら名古屋港 に変 わ り ， 同時 に 開港場 の 指定

二辷と基礎，39− 1 （396）
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も受 けた。そ の 後 の 名古屋港 は ， 第二 期 （明治43年

〜大正 9 年）， 第三 期 （大正 9 年〜昭和 2 年）， 第四

期 （昭和 2 年〜16年） と引き続 い て 拡張 され ， それ

に つ れ て ， 航路水深 も25尺，28尺 ， 30尺 と大型船対

応が進み ， 大正 8 年 に重要港湾に指定
工s）

され て か ら

は ， 国庫補助 も受 け られ る よ うに な っ た （第三期以

降）。 図一 6 に は ， 第
一
期工事 か ら現在に 至 る ま で

〔万m2 ）

　 80u

700

6co

5Dぴ

400

3GO

200

100

図一 6　名古屋港築港 に伴 う埋立地 の 拡大

の 港域の 拡大を ， 図
一 7 に は ， 埋立 造成地 の 面積 の

変遷 を示す （参考 と し て他港の デー
タ も示 す）。

　図
一 6 の 埋 立地 の 変遷 で 特徴的な こ とは ， 第

一
期

以来 の 港 の 中心部 が ほ とん ど変わ る こ と な く現在 に

引き継がれ て きた こ と （図
一 4 と比較）， 後年 の 拡

張工 事が一貫 し て 外に 向か っ て港域を拡大 し て き た

こ との 2 点 で あ る （凹 型 の 地形 を上手 に生 か し た 効

率的な計画）．名古屋港 は埋 立 に熱心 な港湾 の
一

つ

で，図一 7 か ら分 か る よ うに ，開港以来一貫 し て 埋

立面積の 増大を め ざ して きた 。 戦前まで の 40年間は

年平均 16 万 皿
2
の ペ ー

ス だ が，臨海工 業地帯 の造成

を始めた昭和30年以降は急加速し ， 昭和40年代に は

年平均 230 万 mZ に達 し て 五 大港 の 中で 最高値 を記

録 し た 。

　港 に お け る 埋 立地 の 意義
2°）

は ， 明治 ・大正 期を通

じ て ， 主 と し て ふ 頭，倉庫な ど港湾施設 に な くて は

な らな い 用地 で あ り， 市街地 として 売却す る こ と で

築港 の 重要 な財源 と もな っ た（表一 1参照）
m

。 こ う

し た認識 が変化 し， 原料 を輸入 して 製品を加工 す る

タイ プ の 産業 に と っ て は 臨海部に 立地 した 工 業地帯

が最適で あ る ， との 論理 が 生 まれ る の は 昭和 に 入 っ

て か ら で あ る 。 名古屋 で も昭和 5 年に 中川運河
21）

が

築造 され て 運 河沿 い の 工 業地化が計画 され ，昭和 15

年に 策定 され た第五期 計画 の 工事施行 の 認可 稟請書

で も ，

「今後益 々 進展 せ ん とする 時運 の 趨勢 に鑑み

……生産工業 の発展 に対応 し ， 臨海地帯に是等機能

1900　　　1910　　　　1920　　　　ユ93Q　　　1製0　1940　　　　1950　　　　1鵬0　　　　197Q　　　　1980　　　　1990

　　　　 （年）　　　　　　　　　　　　 （年）

　　　　　 　 図
一

ア　埋立面積 の 推移

J 巴 皿 uary ，1991

を充分発揮 し得 る 大工 業港 を施設 し ， 以 て 生

産力拡充の 使命 を完ふ する は焦眉 の 急務な り

と被認候 。」
14）

と謳 わ れ て い る 。

　こ う し た方針 は戦後 も受 け継が れ ，昭和31

年度に 策定 さ れ た名古屋港長期計画 で も，商

工業港 と して の 発展 と臨海工 業地帯 の 整備が

明確 に 打 ち出 され る
19 ）

。 名古屋港が都心 部 か

ら離れ た外港的 な 存在 で あ っ た こ と か ら ， 工

業 （工場 へ の 原料輸入 ）と流通 （製品輸出）

とい う…
一一ド面で の 機能拡充に港 の 発展 の 夢

を賭 けた の で あ る
。 南部臨海工 業地 帯 を創出

する た め の 埋 立 工 事は ， 第 1 次港湾整備 5 か

年計画 の 主眼 と し て 昭和36年度か らス タ ー ト

し ， 昭和40年度か らは西部地区の 埋立 も追加

され た 。現在，埋 立完了面積は 4200 万 m2 を

超え て い る 。 良好な地盤条件
且9）

を有 する広大
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な埋立地 の 存在は ， 時宜 を得た コ ン テ ナ ふ 頭 の整備

と合わ せ て ， 名古屋港 をわ が国第三 の 港 に押 し上げ

る の に大 い に貢献 した と言 えよ う。

　 HE 」彡AO，r 　h ス 補 　　次 黙 Lllτ7隹 丁．，r ア“髀 イコ 引 、 n −“SUt早 T．、 弘
　 凧 LX ■− 1dH

　 Of 　lv 　 ，　 　 ♪
−1 ．1「 仏 フ ド 1一　一　四 ／ J　 i“　 　

ノ
　ーtt；K 〆J、v　 　 IL

だ い た名古屋大学文学部助教授 の 海津正 倫氏，名古

屋 港管理 組合建設 部長 の 田村伴次氏 に厚 くお礼申 し

上 げる次第で あ る 。

　　　　　　　　　 参　考　文　献

　 1） 木 曽三 川〜そ の 流域 と河川技術編集委員会（編）：木

　　　曽三 川〜そ の 流域 と河川技術 ， 建設省 中部地方建設

　　　局 （木曽三 川治水百周年記念事業）， 1988，

　2）　海津正 倫 ： 更新吐末期以降に お け る濃尾平野 の 地形

　　　発達過程，地理学評論，52．4，1979．

　3） 水野時二 ： 条理 制 の 歴史地理 学 的 研 究，大明堂，
　 　 　 1971．

　4） 農林水産省東海農政局木曽川水系総合農業水利調査

　　　事務所（編）： 木曽川水系農業水利誌，農業上木学会 ，

　 　 　 1980．

　5） 総 理 府資源 調 査 会 ： 水害地 域 に関 す る調 査 研 究 ・第
　　　 1 吝朽，　資孝斗第46号，　1956．

　6）　土木学会（編）： 明治以前 ・目本土木史，岩波書店，
　 　 　 1936．

　7）　喜多村俊夫 ： 新田村落の 史的展開と土地問題 ， 岩波

　　 書店，1981．
8）　愛知 県 ： 愛知県史 ・第二 巻，1938．
9） 十 四 山村 ：十 四 山 村史，1967．
10） 菊地利夫 ： 町 人請負新田 に 関す る 若干 の 覚書一

尾張
　 　 鬧 袖 戸〒新 円 の 車 倆 1　 入 † ｛轍閥巨　 A ！1　 1aKA　　 　　1　1　ノ　　　つt　　　　　　’　　T　　レ　Jア　　　ノ　　’ノぬ「−’th7　　　vロ　　t！　　　ム　り　sロ
11）　原田伴彦 ： 江戸時代 の 歴史，三

一
書房，1983．

12） 河 田恵昭 ：黎明期に お け る 防波堤工 法 の 選択 とお雇

　　 い 技師（1）・（2）， 自然災害科学 ， 14（7．2）・15（7．3），

　 　 1988．

13）　山本弘 文（編）：交通 ・運輸 の 発 達 と技術革新一
歴史

　　 的考察， 国際連合大学，1986．
14） 奥 田 助七 郎 ： 名古屋 築港誌 ， 名古屋港 管理 組 合 ，

　 　 1953．
15）　G ．ブ ス ケ （野 田 良之 ほ か 訳）： ブ ス ケ 日本見聞記

一

　　 フ ラ ン ス 人 の 見 た 明 治初年 の 日本 ・1，み すず書房 ，

　 　 1977．

16） 大阪市港湾局 ：大阪港史 ・第
一

巻 ， 1959．
17）　明治村（編）：

「
特別展 ・みな と

一
横浜 ・名 古 屋 ・

神

　　 戸」 図録， 名古屋鉄道， 1988．
18） 運輸五 十年更編纂局 ： 運輸五 十年史 ・

中巻（復刻版）．

　　 ク レ ス 出版，1989．

19） 名古屋港管理 組合 ：名古屋港史 ・建設編 1990．
20） 落合林吉 ： 埋 立 工学，理 工 図書，1961．
21） 土木学会中部支部（編）： 国造 りの 歴史一中部の 土木

　　 史，名古屋大学出版会，1988．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （原稿 受理　 ／990，10，22＞

36 土 と基礎，39− 1 （396＞

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


