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　 　　　　　　  新協地質

1． 横越島の 形 成

　新潟市の 南に広がる水田地帯で信濃川 と阿賀野川

お よび こ の 大河 を結ぶ 小阿賀野川 とで 囲 まれた地域

を昔は横越 島と呼ん だ 。 今は新潟市と中蒲原郡 の 二

つ に行政 区画 され て い る 。 こ の うち亀田町 ， 横越村

お よび現在 の 新潟市 に 入 る両川 ， 曽野木，大江山 の

1 町 4村 の 範囲 を通称亀田郷 として い る 。

　横越島の 語源は ， ア イ ヌ 語 の ヨ コ グー
シ （け もの

をね ら う場所）か ら来 て い る とい われ る 。

　横越島に は 海岸線に 平行 し て数列 の砂丘 が あ る。

　海岸線か ら内陸へ 10km ほ ど入 っ た亀田砂丘 が最

も古 く， こ の 砂丘 か らは縄文 ， 弥生 時代 の 土器， 奈

良 ・平安時代 の 遺跡 が見 つ か っ て い る。 こ の 平野 の

生 まれ る 1万年ほ ど前は ， 現在の 村上 か ら新津 ， そ

して角田山に 至る 南へ 大 き く入 り込 ん だ海岸線を有

する海 で あ っ た 。 そ の 後 ， 信濃川や阿賀野川 の 運搬

する 土砂 に よ っ て海 は浅 くな り， 砂州 が で き砂丘が

生 まれた 。 信濃川 と阿賀野川は幾度か 砂丘 を破 っ て

海 に流れ 出たが ， 海岸線 に規模の 大 きな砂丘が で き

る と出 口 を失 っ た 両河川 は現在 の 信濃川河 口 付近 で

合流 し海 へ 出る よ うに な っ た 。 内陸部に は砂丘 を残

して 潟や沼 が生 まれた。そ し て 四 方を水 で 囲ま れ た

島状地形が で き た の で あ る。

　こ こ か ら横越 島の歴史 が始 ま る の だ が ， 以 下 「亀

田 の歴史 」 な ど の 資料か ら沼地 と戦 っ た人 々 の くら

し を紹介し て み た い
。
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2． 越後 国の 成立

　 7世紀頃， 大和朝廷 の 軍事的 ・政治的目的によ っ

　 　 　 　 　 　 　 　 ぬ た りの ぎ

て 信濃川河 口付近に 沼垂 柵 が造 られた 。 沼垂は地名 ，

柵は文字ど お り木 で 造 ら れ た 柵 で
，

こ こ に 人 を住ま

わ せ 農耕や漁労が行わ れ た と考え られ る 。 同様な も

の が山形，秋 田 な ど に も造 られ，そ の 遺跡が見 つ か

っ て い るが ， 新潟で は発見 され て い な い
。

　越後国は鎌倉時代 ， 関東国の
一

部 と し て 源頼朝や

北条氏 に よ っ て 支配 され て い た 。 天文 22 （1553）年 ，

上杉謙信 が越後国 の 国主 と し て 登場する 。 謙信 の 死

後上杉景勝と新発田重家の戦 い が あ り天正 15（1587）

年景勝の 支配 とな る 。 景勝は 10年後会津 へ 移封 とな

っ た 。 秀吉の命 に よ り加 賀 の 国よ り春 目山を中心 と

した上越地方を堀秀治（14万 石）， 長岡を中心 と した

新潟地方 を村上義明（9万石）， 新発田を中心 とした

横越島 を溝口秀勝 （6 万 石）が統治する こ とにな っ

た 。 慶長 3 （1598）年 4 月 の こ とで あ る 。

3． 新田 開発と洪 水

　横越島は全 くの 低湿地 で現在 もそ の 7 割が海面以

下 に あ る
。 秀勝が最重要施策 と し た こ とは ， こ の 広

大な荒野沼沢地 を い か に切 り開 い て 生産力豊か な耕

地 にする か で あ っ た 。 秀 勝 の没後 もそ の意志は後代

に継がれ ， 100年後 の 宝永 3 （1706）年に は新田 開発

は め ざま し い 進展 を とげて い る 。

　大河に 囲ま れ た こ の 地 は幾度 と な く大洪水 に襲わ
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図一 1　 明 治初期　亀田郷図 （亀田 土地改良区蔵）

れ た 。 開発 し た田畑や成立 した ばか りの 村落 を破壊

し て い る 。 亀田町 の 記録 によれ ば洪水 は 3 年 に 1 回

の 割合で発生 し た と され る
。 延宝 8 （1680）年か ら

天 明 9 （1789）年ま で の 85年間 に発生 した主 な洪水

は 24回 を数え る 。

　新発 田藩史上最大 の 洪水 は ， 宝暦 6 （1756）年 と

翌 7 年 の 水害で あ る 。 宝暦 6 年には 小阿賀野川 の 二

本木堤 防が決壊 し亀田一帯 は無作 と な っ た
。 宝暦 7

年 5 月 に は幾度 とな く破堤 して い る小阿賀野川 の和

田堤が 600m に渡 っ て 決壊 ， 同 じ 日阿賀野川 の満願

寺が70m に渡 っ て 決壊 し た
。 横越島は泥 の 海 と化 し

た。そ の 後 も洪水 は間断 な く襲 い か か っ て い る 。 水

田 は河道 とな り土砂で 荒野 とな っ た。 こ の 年藩 の 損

88

害は 5 万 3 千石 を越 し
， そ の 復旧に は 18年間を要 し

た とい われ る 。

　 こ の 頃の水害の 特微は ，   同 じ堤 防が繰 り返 し破

堤する，  洪水 は雨に よる も の ば か りで な く雪解け

水が加わ っ て 発生 する ，   洪水 と ともに
“

砂押 し
”

が起 こ る ， な ど で ある
。 砂押 し とは 田畑 に水と

一
緒

に土砂や礫が入 りこ み ， それ が層を成 し て 堆積する

こ と で ， 田畑 は
一

朝 に し て 荒野 と化 し，農民 の 生活

を根底か ら覆す恐 し い 現象で あ る 。

　元文 2 （1737）年の水害で は農民 は路傍 の青草や

根 ま で も食 べ た とい われる が ， 力尽 きた飢者が行き

倒れ 何人 も亡 くな っ て い る 。

　水害は 大雨 と堤防の 決壊 に よ っ て 引き起こ され る

土 と基礎，39− 3 （398）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

が，主 な原因は新 田開発 に よ る 乱開発 にあ っ た 。 す

なわ ち ， 自然堤防や砂丘 な ど の 丘 を崩 し て 沼沢地 を

埋 め ，林 を切 り開 き， 肥料 に する た め野方の 雑草ま

で切 り採 っ て い る
。

ま た両大河 の上流域で も開発が

行わ れ た た め土砂が雨 と と もに流 出 し，下流河川 の

河床 が上昇 し て低地 の 横越島周辺 で は天井川 とな っ

た 。 こ の た め堤 防越流 や破堤 が容易に生 じ た もの と

考 え られ る 。

4． 農民 の くら し

　度重な る水害が新発田藩の 財政を圧迫し農民 の 生

活 を困窮さ せ て い る 。 正徳 3 （1713 ）年頃よ り出 さ

れ て い る幕府 の倹約令を踏 まえ ， 藩は横越島住民に

生活全般に渡 り御法度を出 し て い る。そ の 中に は次

の よ うな もの が あ る 。

　 ・目立 つ よ うな立派 な家 を建て る な ，

　 ・木綿衣を着用せ よ ， 織 り方や 染色で 絹にま ぎら

　　 わ しい もの は不可 ，

　 ・ 女 の 髪飾 りは 以前わ らで 束ね た く らい で あ る か

　　ら こ れ を見習 っ て 質素に せ よ ，

　 ・日傘は決 し て 用 い る な，

　 ・祝 目以外 は村役人 で も雑飯を食 べ よ ，

　 ・休 日は定め られた 日以外 は とっ て は い けな い
，

　 ・集 ま っ て酒 を飲む こ とを禁ず る ，

　 ・出張 し て 来 る役人の 接待は
一

汁
一

菜 の あ りあわ

　　せ
， 酒肴 は

一
切出す な ，

　 ・百姓 が他国 へ 出稼 ぎに行 っ て は い けな い
，

　 ・博奕は禁制，

など とな っ て い る 。

　当時 の 農民 は か て飯 が常食 で あ っ た 。 か て 飯 とい

うの は 5升炊 の 釜に米 2合 を入れ ， これ に大根 くず

や菜葉を刻ん で 入れ て炊 きあげた も の で ある 。

　近年で も農民 の くら し を代表する よ うな エ ピ ソ ー

ドがあ る 。 それ は ， 大正 6 （1917）年10月 ， 信濃川

の 曽川 で 堤防が切れ 亀 田郷
一
帯は 泥 の 海 と な り ， 濁

流 は 下流 の 沼垂町 に達 し て こ こ も水浸した 。 亀 田町

の 浸水 は深 さ150〜180cm に達 した 。 水 の 引くの が

遅 く， 国や県 は水害地 の 租 税を免除 した。小作人 も

小作料 を免除 され た 。 こ の時 ， 品質は低下 した もの

の 小作人 自ら米 を市場で 売 る こ と が で きて 思わ ぬ収

入を得 た 。 中には生 まれ て 始め て 米 の 飯を食べ た と

い う農民 もい て ， 洪水が祕 か に感謝 され た とい う。

March ，1991

　現在 の 亀田町 は新田開発 の 終わ る 17世紀の 後半ま

で 中谷内新 田にあ っ た 。 中谷 内新田 は 沼 垂 と新津の

中間 に あ っ て 陸路 と船路 の 結接点と し て 会津 ， 若松 ，

五 泉， 水原な どへ の 交通上重要 な地位を占め て い た。

元禄 6 （1693）年 ， 交通 と商業 の 機能を独占す べ く

中谷 内新田 に 町屋 を造 る こ と に な り， 近郷 の 工 事頭

4 人 によ り人足 延 べ 458人 で 中谷 内新田 の 491坪を埋

め立て た 。 こ の 工 事 で 一匹 の 大亀 をつ か まえた 。 新

発 田藩役人 中山杢兵衛は古来亀 は 「寿万 年を経る 」

め で た い も の と し て 藩 の 武運長久， こ の 地 の 繁栄を

祈念 し中谷内新 田 を亀田町 と改称 し て い る。

5．　 水害対策 と河川 工 事

　横越島の 大部分は あ い かわ らず水 の 下に あ っ た 。

当時 の 田打 ちは冬 の水 の 少 ない 時 に行われた 。 切株

が水面 に姿を現す と，例 え 正 月で あれ
一
家をあげて

田打 ちが始ま る 。 ち ょ っ とで も間 を置 けば田は雪解

け水で湖沼 と化 し て 手が つ け ら れ な くな る か らで あ

る 。

　田打ちが終 わ る と田ん ぼ は また水没す る 。 こ の 期

を利用し て小舟で栗 ノ木川 を下 り， 鳥屋野潟や沼垂
　 　 　 　 　 じ よれ ん

ま で出か け鋤簾で 水底の 泥 をす くい とり， 舟 で 田 へ

運ん で肥料がわ りとす る ほ か ， 少 し で も深田 を高 く

し よ うと努力 が な され た 。

　秋 に も舟を 田 へ 出し て 腰ま で 泥 に つ か っ て稲刈 り

を し て い る 。

　明治 3 （1870）年，信 濃川 の 大河津分水が着工 さ

れ た が ， 100万両 の 工 費 の うち地元 の 負担金は 60万

両 と重 く，
工 事は 挫折 し た 。 当時 1 両 で ニ シ ン 2000

匹 ， あ る い は塩 ざけ上物 で 25匹 が買 え た と い わ れ る 。

明治40 （1907）年 にな っ て ， 国営工 事として着工 ，

15年か け て大正11 （1922）年完成 し て い る 。 こ れ よ

り先 ， 明治元年 5 月 の 大洪水 とそ れ に続 く長期 の 湛

水 は稲作 と そ の 地 に 住む 人 々 に とっ て 大打撃 で あ っ

た 。 大河津分水案は 享保 （1716〜1735）年 の こ ろ か

ら 9 回も計画 され た が着工 に至 っ て い な い
。 関屋分

水案も会津藩に よ っ て 弘化 2 （1845年）と 元治元

（1864）年の 2 回計画 され て い る 。

　明治 2 年 1 月 20 日，横 越組 の 60か村か ら人足 1万

人が蓑笠姿で 鍬やか ごを持 っ て 関屋団九郎に集ま っ

た 。 関屋で分水 を行 っ て 洪水か ら逃れ よ うとする計

画で，実際に掘割 りを始 め た。 こ れ は 大聖寺藩 ， 新
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発 田藩，沼 垂奉行な どの 説得で 工 事は行わ れ な か っ

た 。 工 事が行われ た の は 昭和 に入 っ て か ら で あ る 。

　 栗 ノ木川は 船運 の 重要 な水路 で あ る と 同 時に亀 田

郷 の排水路と し て も重 要で あ っ た 。 下流 の 沼垂町 は

阿賀野川 の右岸 の今の 山ノ下 あた りに あ っ た が ， 寛

永10 （1633）年に河 口が信濃川 と合流した た め海 へ

出 る水路が埋 ま り， 湊町 と して の 機 能を失 い 町ご と

移転 し て い る。貞享元 （1684）年に栗 ノ木川 の 東へ

移 り， こ の 時栗 ノ木川 を埋 め て 川幅を狭 く し ， 町 を

造 っ て い る 。 上流 の 亀田郷で は排水 に支障 をきたす

た め 沼垂町 の 東へ 2000m の 新栗 ノ木川 を掘 り排水

を行 っ て い る 。 こ の排水 に よ り鳥屋野潟 の 出 口 で 水

位 は 6 〜 9cm 低 くな っ た。しか し，海水 の 逆流な

どで 再び亀田郷は 湛水す る よ うにな り， 明治 32年石

造 りの 閘門を完成 させ た 。

　阿賀野川 は海岸砂丘 に つ き あた っ て 左 へ 曲が り信

濃川 と合流 し て い たが享保 15 （1730）年 ， 海岸砂丘

の 松 ヶ 崎か ら海へ 直進 させ る べ く長さ 693m に渡 っ

て 掘割 り工 事が行われた 。 こ の 工 事は 2 か 月で 済ん

だが ， 翌享保 16年上流 の 雪解け水 に よる洪水で 両岸

が浸食 され ， 掘割 りは 大河 とな っ て しま っ た 。

　 こ の 事件は後に新潟を大 き く変え る こ とにな る 。

そ の 中で も信濃川 の 河 口 で は水量が減少 し た た め堆

砂 が進 み ， 水深 が 6 〜 7m か ら1．5〜 2．0 皿 と浅 くな

っ て湊 の 機能が低下 し た こ と ， 川 中に州がで き ， 島

とな りや がて陸続き の所 が生 まれ た 。 加 え て 人工 的

に埋立 て を行 っ た の で 地形 は大 きな変貌を とげた 。

こ の こ とは ， 後の 新潟地震 で ク ロ
ーズ ァ ッ プ され る

こ とになる 。

　阿賀野川 は依然曲が りくね っ た大河 で あっ た 。 こ

の 洪水 の 元凶で ある川 を直進 させ る 工 事が国 の 直轄

事業と し て 大正 4 （1915）年〜昭和 8（1933）年 にか

け て 行われ た 。 川幅を 1000m に し て 無堤防地 区に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 まお ろし

堤防 を築 く工 事で ある。上流 40km の 馬下付近か ら

河口 まで の 区間で あ る 。

　大河津分水 の完成 ， 阿賀野川 の 改修工事 ， 栗 ノ木

川 と小 阿賀野 川 の 閘門完成に よ り横越島は 洪水か ら

解放 され た 。 新発田藩成立 よ り335 年後の こ とで あ

る 。

6． 亀田郷の土 地 改良

湛水 を 防除す る た め 明治 42 （1909）年 〜 明治 44

go

  建武z〔1335）年頃

  永禄以前（16世 tC，初期）

  延宝9（16SO）年頃

  享保16（エ731）年頃

　図一 2　信濃川河 口の 変遷

（1911）年に か けて 亀田町水 利組合 を 中心 と し て動

力排水機が設置 され た 。排水路 を作 り栗 ノ木川へ 撲

水 し て い る
。 小型 で 小馬力 の 排水施設 で あ る が， 当

時人力で 行 っ て い た排水 に 比 べ れば革命的 な施設 で

あ っ た 。 こ の施設 は最終的 に 30箇所に設置を見る こ

とにな っ た 。

　亀田郷 の 土地改良の 中心 は排水で あ る 。 白根郷や

新津郷で は既 に土地改良は 終わ っ て い た 。 亀田一帯

は用排水の 問題 があ っ て 昭和18 （1943）年に大型排

水機 の 設置 が栗 ノ 木川 に計画 ・着工 された 。 基礎は

土 と蕃礎，39− 3 （398）
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地盤が悪 く， 材料 も不足 し て い たた め素掘 り工法 は

で きず ， 潜函工 法を採用 して い る 。 だ が
， 第 2 次大

戦に よ っ て 工 事は は か どらなか っ た 。 そ して 戦後の

昭和23（1948）年 にや っ と完成に こ ぎつ けた の で ある 。

こ の 時 の 試運転で鳥屋野潟 の 水位は 1 皿 も低 くな っ

た 。 排水能力 は ポ ン プ 10 台 で 毎秒12 トン で あ っ た 。

　栗 ノ木排水機場 の 完成 に よ り排水機揚 へ 送 りこ む

排水路 と水位低下 に伴 う用水路が必要 とな っ た 。 昭

和24 （1949 ）年亀 田郷土地改良区が組織され た 。 土

地改良工事 は稲刈 りが終わ っ て か ら着工 し ， 翌年の

春ま で 完成 させ る 工 区割 り工事で行わ れた。改良工

事は耕地 を四角形 に す る と と もに幅 3．6m の 道路を

設けた 。 道路 の 両側 に用水路を作 り各区画地 に直接

供給する 工 法 を採 っ た 。 耕地 は 40間 × 15間 の 600坪

で あ る 。

　土地改良工 事は昭和 26 （1951）年に終了 し た。

　昭和39 （1964）年 6月 16目新潟地震 が起 こ っ た 。

栗 ノ木排水機場 に被害 は な か っ たが ， 阿賀野川堤防

が満願寺か ら河 口 まで被害を受けた 。 また ， 信濃川

の 堤防 の 決壊や海水 の逆流 な ど都市排水が問題 と な

っ た 。 栗 ノ木排水機 の ポ ン プは 昭和 35 （1960）年に

2 台増設 され た が ， 古 い ポ ン プ の 動力 は 潜水艦 の 中

古を使用する な ど の た め故障が ち で あ っ た 。
こ の た

め信濃川河畔 の 親松 に新 た な排水機場 を造 る こ とに

な っ た。 こ の 工事 は 昭和 43 （1968）年に完成 をみ た 。

　排水量 は毎秒60トン と栗 ノ木排水機 の 5倍 の 能力

で あ る 。 現在栗 ノ木排水機揚は昭和35年に増設 され

たポン プ 2 台を残 し て 取 り除か れ た 。 こ うし て さ し

もの 横越 島もつ い に乾 田化 し た の で あ る 。

7． 新 しい 地盤 と横越島の 将来

　今ま で 述 べ て 来た よ うに ， 横越島は人工 の 河川，

人工 の陸地で あ る とい っ て も良い 。道路や宅地 ， 学

校や工 場用地 は ， 砂丘 や 自然堤防を切 り崩 し て造 ら

れ て い る 。

　砂丘間低地 には ， こ の 地方で 「ガ ツ ボ」 と か 「モ

ッ カ リ」 とか呼ばれ る腐植土層が 3 〜 4m 程度の 厚

さで 分布す る
。 表層 の 粘土地盤 を加 え る と地表下 5

m 位は極 く軟弱層で 形成 され て い る、

　土地改良後の 昭和 33年で ， 亀田郷 の 平均地盤沈下

量 は 48cm が記録 され て い る。
こ の沈下は 主に浅層

の 軟弱地盤 の収縮 に よ る も の で ， こ の ほか に天然 ガ
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ス や 地下水 の た め の大小 の井戸 が あ り， 深層 の 地盤

収縮 も生 じ て い る 。 後者 は規制 に よ っ て ある程度緩

和 される が ， 浅層 の 収縮 は宿命的で あ る
。

　近年の 宅地造成は ， 過 去の地形が ど うで あ ろ うと

一
様に盛土 し て 造成され る。 こ の た め家 を建 て て す

ぐ沈下を生ずる こ とが あ る 。 砂丘 や 自然堤 防に は，

古 くか ら人 が住み つ い て お り， 勢 い こ の新 しい 乾田

化後の地盤 に集中 して 宅地が造成され る の で あ る
。

　新築直後 の 家 の 変状は ， 建主 と 工 務店 との 間に ト

ラ ブル を生ずる 。 こ の よ うな トラブ ル に対 し て
， 原

因調査や施工 前に 必要な 注意事項 を説明する な ど の

こ と も行わ れ て い る が ， 中で も事前 の 調査 と対応 に

つ い て は建主 の 反応は い ま ひ とつ で あ る 。

一
般住宅

で は基礎 にカを入れ る こ とは経済的 に負担が増加 し ，

従来 の 方法 で家 が建て られ て しま う揚合が多い
。

　横越島には ， 新幹線や 北陸 ・関越 自動車道が完成

し
，

い ま新潟福 島を結ぶ 磐越 自動車道が建設され て

い る 。 こ の よ うな構造物 の 施工 に は 工 法が確立 して

お り， 後に問題 とな る よ うな こ とは少 な くな っ た
。

しか し
，

一
般住宅 の よ う な軽徴な 構造物につ い て は，

宅地造成業者 ， 工 務店お よび 依頼者 の い ずれ も基礎

地盤 に 関す る知識 は皆無 とい っ て 良い
。 不安を内在

し た まま ， ある い は妥協 を し て施工 を急 い で い る か

に見え る。

　横越島の歴史は水 と泥 と の 戦 い で あ っ た 。 こ の 歴

史を見 る限 P今後は沈降 して ゆ く大地で あ る こ と は

容易に想象で き る
。 今ま で は ， こ の 大地は 水稲を主

体 と し た生活基盤 を築 くた め で あ っ た が，社会情勢

は
一
転 し て 横越島は都市型 の 発展 を余儀な くされ て

い る 。 こ の よ うな中に あ っ て
， 少 な か らず土 と基礎

に関する知識は特殊 な知識で は な く，

一
般的常識 と

し て社会 へ 普及 させ て ゆ く必 要が ある と思 われ る 。
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