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1． は じ め に

　香川県は 全国有数 の ため池県 と して知 られ て い る 。

そ の 数 16304箇所で兵庫 ・広島に 次 い で 全国第 3 位 ，

た め池密度で は 7．8箇所／km2 で 全国第 1位 で あ る
1）

。

こ の よ う に讃岐平野 で た め池が異常な ま で に発達し

た原因 の 第 1 は ， 香川県が瀬戸 内寡雨圏に 属 し，年

間降水量は 海岸線 で 1　100　mm
， 内陸部 で 1200 　m 皿

しかな く ， 全国平均降水量 1788mm の 64％ に す ぎ

な い こ と 。 第 2 に 山 が浅 い 割 に平野面積が大 き い こ

と， しか も平野部 の 地形勾配 が急峻 で あ る た め ， 昔

か ら 「讃岐に は河原 は あ っ て も河 はな い 」 とい われ

る よ うに
， 河川 は洪水が一時 に流出 し た あ と は 自然

流水が少 な く， 河川利水を図り難 い 状況 に あ る こ と

で あ る 。

　 しか し ， 瀬戸 内に 面 して い る た め に気候 が温暖 で

災害 の 少 な い 地域 で あ る の で ，

一
定の 治水 ・利水を

図 っ て お けば ， か な り安定 し た生産 を確保 で きる 自

然条件に 恵まれ て い た と い える 。 そ の た めに讃岐平

野 の 開発は古代に ま で遡 り， し か もそ の 開発 に は か

な り激 し い も の が あ っ た 。 それ を裏づ け て い る の が

現在讃岐平野 に 広 く分布す る古代条里制開拓の 遺構

で あ る 。 こ うした大規模な開拓に は当然 の こ となが

ら治水 ・利水 を伴 うもの で あ っ て ， 讃岐 の た め池の

発達史 は古代条里制 開拓 の 時代に ま で遡 り， そ の 後

飛躍的 に発達した の は ， 藩制期に 入 っ て強力 に進め

られ た新田開発 の 時代 で ある 。

　本稿 は こ うし た讃岐平野 に お け る た め 池水利 の 発

達 の 経緯に つ い て そ の 概要に ふ れ なが ら，現在 こ れ

ら の ため池が果た し て い る役割 と，そ の 保全対策 が

ど の よ うに進 め られ て い るか に つ い て 概説す る もの
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で あ る。

2．　 古代讃岐の 開拓 とた め池水利の 発 生

　2．1 古代条里制開拓

　讃岐平野 に お け る開拓 の 歴史 を大 き く概観する と

三 つ の 大き い 開拓 の 時代 が あ っ た こ とを指摘 で きる。

そ の 第 1 期 は古代条里制 開拓で あ り ， 第 2期は藩制

時代に 入 っ て の 新田開発 で ある 。 そ し て 第 3期 は 明

治以降の 急傾斜地の 開拓 を中心 とした現代の 開拓で

あ る。そ の なかで古代 の 開拓は そ の 規模 が最 も大 き

く， そ の 後 に お い て 古代 の 開拓 を し の ぐ開拓は な 加

っ た と言 っ て も過言 で は な い
。

　こ こ で い う条里制開拓 とは ， 古代 日本 の 耕地区画

制度 で あ る 条里 に基づ く格子地割 を も っ た開拓を指

す 。 そ の 地割は平安京が条坊制 に よ っ て 基盤の 目状
　 せ い ぜん

に井然 と区画 され て い る よ うに ， 耕地開拓に 先立 っ

て広大な平野 に条里 に基 づ く格子地割 の線引きを行

い
， 計画的な開拓 を推 し進めた もの で ある。

　古代讃岐 の 田 の 面積 を知 る手 が か りとして ， 承平
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わみ よう しよう

年間 （931〜937） に源順 の 撰ん だ 「和名抄」 が あ る
。

そ れ に よ る と讃岐国 の 田積は 18647 町 歩とな っ て い

る 。
こ の 当時 の 1 町 歩は現在 の 1 町 2 反に相当す る

の で ，現在の 単位に換算す る と約 22376ha に な る 。

こ れ は現在 の 香川県 の耕地面積 41900ha に 対 し 53

％に も相当 する大き い もの で あ る。

　安藤広太 郎著 厂 目本古代稲作史 」 によれ ば 厂和名

抄」 に記 され た田積は ， そ の 編纂 の 時代が平安末期．

で は あ る が ， 幾 つ か の 例証 に よ っ て ，必ず し も平安

時代 の もの を示す もの で はな く， む しろ班田制が定

期的に行われ て い た奈 良時代 の 数値が基礎 とな り，

こ れ に 延 暦時代 （782〜805）の 断簡 の 数字が加味 さ
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、れ て で き上 が っ た も の で あ ろ うと し て い る
2）
。

　 我が国に 稲作が伝 わ っ た の は ， 縄文時代晩期あ る

い は弥生 時代前期 ともい わ れ る が ， 稲作文化 が伝播

し た の は弥生時代 の 中後期で ある 。 しか し， 組織的

か つ 大規模な開拓が な された の は ， 鉄製工具 の 普及

と古代国家が漸 くそ の 姿を と との え て い る か ら で あ

る 。
  か もそ の 開拓手法は古代条里制開拓が主体 で

あ b ， 現在 ， 讃岐平野 に 広 く分布する条里遺構が そ

の こ とを裏づ け て い る 。

　 こ の 条里遺構の 分布の 状況 を調査 し そ の 地域面積

を計量 し た結果 は ， 約 22000ha と な り， 讃岐平野

の約 39％ を 占め
s）

， 主要 な平野部 は そ の ほ とん どが

条里制開拓 に よ っ て 開発 され た こ とを裏づ け て い る 。

　 2．2　ため池水利の発生

　 古代に お け る大規模な 開拓 に は こ れ に伴 う治水 ・

利水工 事が あ っ た こ とは確か で あ る。条里遺構 の 分

布の状況， 古墳等古代遺跡 の 分布の 状 況 ， 河川の 流

況 ， 地理的景観 か ら ， 条里制開拓 と こ れ に 伴 う古代

治水 ・利水工 事 の 痕跡 を幾 つ か 見出すこ と が で き る 。

そ の こ と か ら小規模な ため池水利は条里制開拓 の 時

代す で に 発生 し て い た もの と思 われ る 。

　沖積平野 に お け る稲作 の 拡大 と そ れ に伴 うた め 池

の 発生 と展開に つ い て は ， 香川清美の 研究 に よ っ て

そ の 概要 を知る こ とが で きる。香川清美は 丸亀平野

の 洪水路線 と弥生遺跡 ・た め池の 立 地に つ い て の 調

査 を行 っ て い る。 こ れ で み る と弥生の 遺跡 は い ずれ

も洪水路線に隣接する微高地に 立地 してお り， た め

池が洪水路線に 沿っ て 鈴な りに連 な っ て い る の が よ

くわ か る
4〕

。 図
一 1 は 丸亀平野北部 の 条里遺構 ， お

よ び 洪水路線 と た め池の 関係を空中写真で 示 し た も

の で あ る。

　現在 ， 沖積平野 に点在す る比較的規模 の 大き い 四

　　 図
一 1　 丸亀平 野 の 条里 お よび 洪水路線 と た め 池 の 立 地

注）条里 の 復原 は 高重 進 「讃 岐 の 条 里」 （広島大学文学部紀要25−1）を もとに 図化
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方堤 の 皿 池は ，近世 に お け る増築 に よ っ

て もた ら され た もの で あ る が ， 洪水路線

に沿 うこ れ らの た め池 の 原形 は古代に ま

で 遡 っ て 存在し た 可能性は高 い
。 お そ ら

く洪水路線 に沿 っ て ，
し が らみ堰 を築 く

こ とか ら出発 し て ， 自然 の 窪み を利用 し

た小規模な堤防を構築す る初期た め池灌

漑 へ 移行 し て い っ た と考 え られ る 。

　 日本で の 池溝灌漑農業が い つ ど の よ う

な形で 存在 し た か は ， まだ十分 な研究が

な され て お らず不 明 の 点が多 い
。 し か し ，

古墳時代 に入 り労働力集中の 高 ま りや ，

古墳の 石室 に施 され た高度な 止 水技術か

ら み て ， 中期古墳時代以 降で は か な りの

規模 の た め池が築造され て い た もの と思

われ る 。 そ して労働力集 中が進 み経済基

盤 を強固な もの に しつ つ
， 大規模な条里

制開拓 へ と進展 し た もの に違 い な い
。

3．　 万農池 （満濃池）の 創築

　丸亀平野にお け る 大規模な耕地 の 開拓

は，当然本格的な水利の 開発 を要請す る

と こ ろ と な る。『
日本書記』 孝徳天皇大

化 2 年 （646） の 条に 厂国 々 の 堤 築 く べ

　 　 うて なほ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た 　 ほ

き地 ， 溝穿る べ き所 ， 田墾 る べ き間は ，

均 し く給 い て造 ら し めよ」
5）

と， 各国 々 に

土 と基礎，39− 9（4e4）
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命 じ て 水利 の 開発に 当た ら せ て い る 。 万農 （満濃）

池 は こ う し た時代的背景 の もとに，創築 の 機運が高
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ り

ま っ た と考 え られ る 。

「万農池後碑銘 」（『平安遺文 』）

に よる と，「此 池は大宝年中， 国守道守朝 臣 の 築 く

所 な り」 とあ り， 万農池 は大宝年間 （701〜704） に

讃岐国守道守朝臣 に よ っ て創築 され ， そ の 後弘仁 9

年 （818） に破堤 ， 弘仁 12 年に弘法大師が再築し た

とされ て い る
。

し か し再築さ れ た 堤防 は 仁寿元年

（851）に再び破堤 し，翌 2 年 に国司弘宗王 が再 々 築

に 当た っ て い る 。

　弘法大師に よ る 万農池築造 の 規摸 が，ど の 程度の

もの で あ っ たか は不明 で あ る が，「池後碑銘」 に よ

る と，仁寿 2 年 （852）の 国司弘宗王 に よ る再築は ，

築堤高八丈 に達 した とあ る。 こ の 堤防高八丈 に は疑

問があ り， 工 事期 間等 の 記録内容か らみ て 八 丈は堤

防直高で は な く， 堤 防斜面 の 長 さを測 っ た もの で は

な い か と の 説があ る
6）

。 も し こ の 推測が 当た っ て い

る とす る と，堤防斜面 の 勾配 を 2 割前後 とみ て 直高

で約 10m とな り， 現在の 満濃池の 堤高 の 約 1／3， 貯

水量 で は お よ そ 1／10の 150万 t程度 とな る 。

　弘法大師に よる築造 は ，
こ の 仁寿 2 年の 再築よ り

30年前で あ り， そ の 規模は 仁寿 2 年 の 再築 の 規模 を

越 え る もの で は な か っ た の で は な い か と思 わ れ る 。

い ずれ に し て も万農池は金倉川本流 を堰 とめ る本格

的 なダム と し て ， 築造 され た こ とは確 か で あ り， そ

の 意味で は画期的な土木工 事で あ っ た と い え る。

　現在の 満濃池の 堤防に近 い 池中の 小島に 厂護摩壇

石」 があ り，弘法大師が護摩 を焚 い た と伝 え られ て

い る 。 また現在はか さ上げ工事によ っ て 水没し て い

る が，護摩壇石 の 西側に弘法大師が岩盤 を削 っ て 造
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ちよ うな い わ

っ た と伝 え られ る放水路に ゆ か りを もつ 「お 手斧岩」

の 伝承が あ る 。 これ らの こ とか ら， 弘法大師築造 の

万農池堤防 の 位置は ，堰 とめ幅 が も っ とも短 くな る

護摩壇石 の 西側 に ， また余水吐放水路を堤防か ら切

りはな し て東側 に設 けた の で は な い か と思われ る 。

9世紀初頭 の 技術 と し て は ま こ とに 卓越 し た もの で

ある 。

　 「池後碑銘」 で は
， 大宝年間の 道守朝臣に よ る創築

とあ る が ，
こ の 碑銘は大宝年間か ら約 300 年後 の 寛

仁 4 年 （1020） の記述で あ り， 真偽が疑わ しい との

説 もある。し か し大規摸 な開拓 に伴 う水利 の 開発 が

急務で あ っ た時代的背景か ら考えて ， 金倉川 の 利水
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を大々 的に 図ろ うとす る 動 き は あ っ た と想像 され る
。

た だ 7世紀 の 士木技術 は，河川本流を ダム で 堰 とめ

・る ま で に は至 っ て い な か っ た の で は なか ろ うか 。 だ

とする と大宝年 間の 国司 に よ る 万農池 の 創築は ， た

め 池堤防 の 構築 と い うよ P は ， 河川取水 の た め の 大

規模 な取入れ堰 の 構築程 度 の もの で あ っ た可能性 も

考え られ る
。

4． 近世 ため池の 発達

　古代条里制開拓 の あ とを うけ た中世には ， 大規模

な耕地の 拡張 は な く開拓 の 停滞期 で あ っ た とい われ

て い る。中世農業 の 特色 は耕地面積 の 拡 大で は な く

治水 ・利水工 事 の進展 ， 栽培技術の 進歩 ， 用水 の 能

率 的利用等 ， 集約的農業の 展開に よ っ て 農業生産 の

拡大 を図 っ た点 に あ る
7）

。 中世以降の 開拓で 目 ざ ま

し い の は 藩制期に 入 っ て の 新田開拓 で あ b ， 讃岐の

た め 池が急速 に発達 し tcの は こ の 時代で あ る 。

　新田開拓 の 最盛期 は 江戸中期 にな っ て 見立新 田十

分 の
一給与 の 制が設 け られ るな ど し て か らであ る

8）
。

新田の 呼称 は地方に よ り異 な る が ， 讃岐平野の各所

で発見 され る新田
・
新開 ・

新地等の 地名 は ， そ の 大

部分 を近世 の 開拓地 とみ て 大過 な い も の と考え られ

る 。 讃岐で は平田
一族 の 開拓 で有名 な 三 豊郡大野原

町 の 開拓，そ の 東に 隣接す る観音寺市新田町 の 台地

の 開拓 ， 海岸寄 りの高瀬川下流域 ， 綾川下流域の 江

尻新田，林 田新開，高松 市春 日川 ・新川下流域 の 木

太新開，春 日新開， 新田 町等がそ の 代表的な もの で

あ る 。

　 こ れ らの 開拓地は古代 の 開拓か らと り残 され て い

た水利 の 便 の 悪 い 地域や南部の 洪積層台地 ， それ に

古代 に は海退が十分で な か っ た海岸線寄りの 地域が

そ の 中心で あ る 。 藩制期 に 入 っ て か らの 新田開発は

藩石高の推移 にも現れ て い る。天正 15年 （1587）生

駒親正が讃岐17万石 の 初代藩主 に な っ て か ら， 53年

後の 寛永17年 （1640）に 4 代目藩主高俊が政め た領

内総石 高は 「生駒壱岐守高俊公御領讃州村々 並怱高

覚帳」 に よ る と約23万 3 千 石 に増加 し て お り， 開発

の 度合が高か っ た こ とを示 し て い る 。

　 こ の よ うな藩制期 の 新 田 開拓 に伴 う水需要 の 増大

と干ば つ 防止 の た め に
， 藩普請あ る い は 自普請 によ

る た め池の 築造 が 積極的 に 行 わ れ た。承応元年

（1652）に高松石 清尾神主藤原盛員に よ っ て著 さ れ
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た 「讃岐国大日記 」 に は，正保 2 年 （1645） に ， 春

か ら秋 に か け て 雨少な く干 ばっ に見舞われ た の で ，

古来か らの た め池966箇所の 上 に 406箇所 を築 い た と

す る記述 が あ り，
こ の 時代に激 し い 水利 の 開発が行

わ れ た こ と が うか がえ る 、

　 こ の 外 ， 高松藩 の た め 池の 箇所数を知 る手 が か り

と し て ， 延享 3年 （1746）に松平家儒臣菊地武賢が

著 し た 「翁嫗夜話 」 と，寛政 9 年 （1797） に調査 し

こ れ を文政元年 （1818）に修正 して と りま とめ た と

され る 「池泉合符録 」 が あ る 。

「翁嫗夜話」 に は各

郡 ご との た め池名とた め池数が記 され て い る 。そ し

て 巻十一に は こ れ を総括する形 で 「封内陂池凡一千

九百五十三 最大者百，右貞享三 年八 月所定也」 とあ

る。次に 「池泉合符録」 につ い て で あ るが こ れ は高

松藩が領内の た め池 ・出水 ・
井関 ・堀 ・

淵など の 水

利施設 を悉皆調査 し ， 郡村別 にそ の 名称 ・箇所数を

記録 し て い る もの で ， こ の うちた め池数を合算す る

と 5555 箇所 とな っ て い る 。

「讃岐国大日記」
・ 「翁嫗夜話」

・「池泉合符録 」 の 3

者 に記載され て い る郡 ご と の た め 池数を比較 す る と

表一 1の と お り で あ る 。 大目記 と池泉符 の 問 に は

152年 の 隔た りが ある が，そ の 間に 高松藩．内の た め

池 は 4183 箇所 も増加 した こ とに な り，年平均 27．5

箇所 の た め池 の 築造 がな され た勘定に な る 。 な か で

も阿野郡南で の 増加が著しい が， こ の
一帯 は図一 2

に 示す地域 で あ っ て ， 讃岐で も有数 の た め池密度 の

表
一1　 高松藩封内に お け る た め 池数の 推移

郡 名 靆嬲潔鞍 錺靨泓
記

讖灘 繙姦
　 　 　 　正保 2 年（1645）　 貞享 3 年（1686 ）　 寛政 9 年（1797）

大 内 郡 95 131 513

寒 川 郡 315 362 860

三 木 郡 86 309 67Q

山 田 郡 180 180 603

香 東 郡 56 （香 川東 部）
　 　 　 101

（東香川郡）
　 　 　 335

香 西 郡 49 （香川西 部）
　 　 　 82

（西 香川郡）
　 　 　 25工

南 条 郡 354 （阿 野郡 南）
　 　 　 421

（阿野郡南）
　 　 1465

北 条 郡 34 （阿 野郡 北）
　 　 　 35

（阿野郡北）
　 　 　 62

宇 多 郡 工49 （鵜 足 郡 ）
　 　 　 242

（鵜足郡）
　 　 　 631

那 珂 郡 54 90 165

合 計 1 1372 1953 5555

高い 地域 で あ る。

　藩制期 の た め池築造で卓越 した土木技術を駆使 し，

大きい 業績を残 し た人物 と し て 名高 い の は ， 生駒 家

家臣西嶋八兵衛と松平家家臣矢野部平六 で あ る 。 文

政 11 年 （1828） に 中山城山 の 著 し た 厂全讃史」 に

は ， 西嶋八兵衛が生駒高俊 の 治世で あ っ た 寛永 3 年

（1626） に大干 ばつ が起 こ り ， こ れ を機に数百 の た

め 池を築 い た と の 言伝 えが あ る と の 記述 が ある。 し

か し， 多 くの 史家 の 研究で は満濃池 ・小 田池 ・三 郎

池 な ど讃岐の 主要 なた め池 90余 の 築造 とい うの が定

説化し て い る 。

一方 ， 矢野部平六 は先 の 正 保 2 年 の

干 ば つ を契機 とする 406 箇所 の た め池築造 に深 くか

か わ っ た と され て い て ， 現在主要 な た め 池 と し て 位

灘鸚
図一2　讃岐平 野 中央部 の 綾南町 付近 の た め 池分布 の 状況
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置づ けられ て い る仁池 ・大窪池 ・新池等 の 築造は ，

矢野部平六 で あ る と伝承 され て い る。

　 こ れ らの こ と か ら17世紀 中葉か ら 18世紀 に か け て

は讃岐国で の た め 池築造 が最も積極果敢に行 われ て

い た 時代で あ っ た と い え る 。 しか も， こ の 時代に築

造 され たた め池は 内陸部 の ，
一

ち ょ うど洪積層下位台

地 が平野部 へ の 出 口 に 当た る位置に あ っ て ，土地 の

窪み を巧み に堰止 め る形 で築造され て い る。しか も

い ずれ の た め 池 も貯水量数 10万 t か ら 100万 t を越

え る規模の 大 きい た め池 が 中心 で ， 藩普請で の 築造

がそ の 中心 で ある。

　讃岐の た め池は そ の位置関係か ら大 き く分 け て沖

積平野 に 点在す る 野 池 と，山麓あ る い は 中山間地帯

に 発達 し て い る山池 に分類 され る が
， 規模 の 大き い

の は洪積層下位台地 に張 り つ い た た め 池 と ，
い ま

一

つ は俗 に 皿 池 と呼 ば れ る 四方堤 の 野池 で あ る 。

　先述 した よ うに洪水路線に沿 っ て 発達 して い る野

池で は ， 貯水 の た め の 導水路 を10数 km もの 上流か

ら延 々 と導い て い る 池が多 く， た め池の 築造 もさ る

こ となが ら， 導水路 の 建設維持管理 に莫大な労力 を

費や し て い て
， 導水路建設 に まつ わ る 歴史的事跡も

数多 く遺さ れ て い る 。

　 こ れ に対 し山池 は そ の 規模が小 さ く，山麓あ る い

は 中山 間地帯に ひ しめ くよ うに張 りつ い て い る 。 こ

れ ら の た め池は，数 人 の 共 同または個人所有 の ため

池 が そ の 主 体をな して い て ， そ の 規模や現在 の 管理

の 実態 か らみ て ， 開墾 に伴 う自普請 で の 築造 が そ の

主体をな して い た もの と思 われ る 。

5．　 香川用水 とため池 の 役割

　 5．1 香川用 水計画

　古来 か ら水不足 に悩 ま され て きた香川県 で

は ， 戦後い ちはや く水資源 の 開発に 主眼 を置

き， ダム建設や農業水利事業を積極的に推進

して きた e しか し， 水事情 の 抜本的 な解決に

至 らず ， 県内で の 水資源 の 開発 は ゆ きづ ま り

状況 に あ っ た。一方，農業用水 の み な らず都

市用水 もそ の 需要 は増加 の
一
途をた ど り， そ

の 対応 を迫 ら れ て い た 。 こ うし た状況 の 解決

策 と し て 具体化をみ た の が，吉野川総合開発

計画の
一

環 とし て の香川用水事業で あ る 。

　香川用水 は 早明浦 ダム に よ っ て新 た に開発

された利水容量 の な か か ら，農業用水 ・
都市用水 と

し て ， 年間 2 億 4700 万 t の用水 を池田 ダ ム を 通 じ

て香川県に 導水す る もの で あ る 。

　香川用水 の 完成に よ っ て 香川 の 水事情は抜本的に

改善 され ， 香川 の 産業 ・経済 の発展 ， 県民福祉 の 向

上 に計 り しれ な い 恩恵を も た ら し て い る
。 な か で も

農業用水 の 供給力 は飛躍的 に 増大 し ， 受益地域内 の

用水管理 は 旧慣行 を是正 し っ つ ，新 たな水利秩序 を

築 きつ つ あ る 。

　 5．2 ため池の 役割

　池田調整 ダム か らの 香川用水 の 取水パ タ
ー

ン は ，

図
一 4 の香川用水年間導水計画図の とお りで あ る 。

都市用水 に つ い て は年間 コ ン ス タ ン トな取水にな っ

て い る の に対 し ， 農業用水 は 期別 に取水量 が変化 し ，

6 月11 日か ら10月 10目 ま で の 灌漑期の うち
，

ピーク

取水は 7 月 11 日 か ら 9 月 15 日 とな っ て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 そ うお う

　通常農業用水 の 取水 ピーク は 挿秧期 （田植）に な

るが，香川用水で は挿秧期 （6月中下旬）が終わ っ

て か ら ピーク取水 にな っ て い る 。 こ れ は既存 の た め

池を調整池 と し て 活用 し て い るた めで ， 農業用水 の

需要 の 最 も多 い 挿秧用水 は ， 既存 の た め池 の 放水 に

重 きを置 く計画に な っ て い る こ と に よ る もの で あ る。

こ の た め に香川用水は 幹線水路が経済断面 とな り建

設費 の 低減 に役立 っ て い る。

　ま た香川用水は ご く
一部 の 例外地区 を除い て，ま

ずた め池 へ 配水 した うえ で 在来 の水利 シ ス テ ム に よ

っ て 末端圃地 へ 配水 し て お り，た め池 を調整池と し

て活用して い る た め に ， 配水管理 が極め て 円滑 に行

われ て い る こ と は もちろ ん の こ と ， 降雨等の気候の

変動に よ る各分水工 で の
， 分水量 の 変更や揚水機の

September ，1991

図一 3　香川用水 計画概要図
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図
一 4　香川用水年間導水計画

運 転停止等によ る幹線流量 の 変動 に，機敏な対応 を

す る こ とが可能 とな り，用水 の 有効利用の 点で もた

め 池は 有益 な働きを して い る 。

6．　 ため池の 保全対策

　 昭和61年 3月 に香川県 が発表 し た 「香川県長期水

需給計画 」 で は ， 香川県の 水需給関係は 目標年次 の

平成 13年時点で は ， 最大 ケ ー
ス で 総需要量 7億 868

万 t に対 し供給力 は 6億 7667 万 t とな り， 差引不

足 水量 3201 万 t （不足率 4．5％） とな っ て い る
9）

。

特 に上水道用水の需給 関係 は非常に厳 し い 予測が な

され て い る。 こ うし た情勢の も と で た め 池は 貴重 な

水資源 として ， そ の保全 が図 られ な けれ ばな らな い

こ と は い うま で もな い 。

　 こ の 外，た め池は防災上の 重要 な機能 を もっ て い

る 。 豪雨時の洪水調節機能 は もち ろん の こ と， 砂防

的効用 も大きい もの があ る 。 昭和51年 に 小 豆島を襲

っ た 台風17号は ， 死者39名 を出す大 きい 災害をもた

ら し た 。 そ の 中で た め池は 1620 箇所 が 被 災して い

る
10）
。し か し

， ため池は 被災 し な が らも上流か ら の

土石 流を 堰止 め て ， 下流 の 住宅 ・田地 を 災害 か ら

守 っ て い る事例が多い
。 台風災害報道 で は往 々 に し

て た め池の 決壊報道が先行 して ，た め池を加害者 と

する誤 っ た認識をされ が ちで あ る が ， 決 し て そ うで

は な くた め池の もつ 防災機能 は 大変大 き い も の が あ

る 。

　以上 の よ うな見地か らた め池 は こ れ を大切に保全

して い か な けれ ば な らず，香川県で は 次の よ うな保

全対策が講ぜ られて い る 。

86

　 6．1 ため池の 保全条例の制定 と 老朽ため池の 整

　　　　備

　 讃岐の た め 池の 管理 の 実態は
， 水利組合 もし くは

こ れ に準ずる 共同体で の 管理 が最も多 く45％， 次 い

で 個人 の 40％， 土 地改 良区 の 14％ と続き ， 残 り 1％

が国 また は 地方公共団体 の 管理 で あ る
tD
。 こ の よ う

な管理実態か ら ， 県は ため池 の 安全な管理 を促すた

め
， 昭和41年10月に 厂た め池の 保全 に関す る条例」

を制定 し，た め 池 の 保全上必 要 な禁止行為 を定め る

など ，
た め池管理 者 の 責務を 明確に した 。

　 香川県で は 保全条例制定を契機に ， 老朽化 の 進 ん

だ た め池 の 補強事業を積極的 に推進す る た め ， 昭和

43年度を初年度 とす る 第 1次 5 箇年計画を発足 させ ，

以来 5 次に わた る計画 を実施 し て きて お り， 昭和63

年度ま で の 20年間で ， 総額 267億 3400万円を費や

し， 全面改修 1658 箇所 ， 部分改修 2719 箇所 の 事業

を実施 して い る
12）

。 さ ら に こ れ を積極的に推進す る

た め ， 平成 3 年度か ら農水省 が新 し く制度化 したた

め池 の 整備を主体に し た 「国営農地総合防災事業」

に 取 り組む こ と に な っ て い る 。

　 6．2　ため池 の埋 立規制

　 昭 和43年に 香川用水事業が着工 し事業 が順調に進

捗 する なか で ， 香川用水完成後 の 無責任なた め池不

要論が 出る に至 っ て ， 昭和 48年に 香川県議会水資源

特別委員会は ， た め 池の 保全 に 関 し安易な た め池の

転用は認 め る べ き で な い と の 報告を行っ た 。 県は こ

れ を受け て た め池 の 転用は原則 と し て こ れ を認め な

い と の 方針を打ち出し， 以来 こ れ ま で
一
貫した指導

を し て きて い る。

　 しか し ， 池 の 敷地 が国有地 の た め池に つ い て は ，

公有水面埋立法に よ る埋立規制 が 可能で あ る が ， 市

町有 ・土地改良区有 ・個人 所有の た め池 に つ い ては，

そ の 規制が難 し い と こ ろ か ら，昭和55年に 「た め池

の 保全に関する 条例 」 の
一

部改正 を行 い
， 埋立 の 届

出制 を導入 し，そ の 指導に 当 た っ て 埋 立 に先立 つ 事

前協議を行 う こ とを義務づ け，極力埋 立 を行わ な い

よ う強 い 指導 を行 っ て きて い る と こ ろ で ある。

　さ らに，昭和61年 7 月に農林部長通達 によ っ て 各

市町長に対 し ， 公共用地 の 編出しを安易に た め池 の

埋立 に依存す る こ との な い よ う， 自粛を呼びか け指

導 の 強化 を図 っ て い る 。 し か し な が ら ， 都市化 の 進

展 に よ る受益地の 減少 と都市地域 で の 用地 の 取得 の

：辷と基礎 ， 36−一’9 （404）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

報文一2156

困難性か ら ， た め池の 埋 立 を せ ざるをえな い 場合 が

あ り， こ の よ うな 万や む を得な い 場合で あ っ て も，

た め池 の 浚渫を行 い 貯水量 を減 らさな い よ う指導が

な され る など ， た め池 の 保全対策に積極的 に取 り組

ん で い る の が現状で ある 。

7．　 あ と が き

　讃岐平野 の 開拓 の 進展 とともに発達 し た ため池は ，

そ の 築造 の 歴史 か らみ て も祖先が営々 と築き，厳 し

い 水利慣行の もと で そ の 維持管理 に つ とめ ， 現代に

引き継 がれ て きた尊い 遺産で ある 。 た め池 は水資源

として 貴重で あ る ば か D で な く， 洪水調整等 の 防災

的機能を も っ て い る 。 さ ら に は水辺 を伴 っ た オ ープ

ン ス ペ ー
ス と し て ， 都市化地域で は市民に や す らぎ

と憩 い の 場 を提供す る もの で あ り ， た め 池の た たず

ま い は 自然環境 の 保全 の 立場か らも重要な役割を担

っ て い る。

　讃岐 の 水 を語 る と きよ く 「水 との 闘い 」 と い う言

葉が使わ れ る 。 こ れ は 水を求め て の 飽 く こ との な い

努力 を意味 して い る 。
1 万 6 千余 の た め 池は も とよ

り， 長い 水利吏 の 中で 培われ定着 し た 水利慣行 も

「水 との 闘い 」 の 証 で あ る 。 そ の 水利慣行 も 香川用

水 の 完成 に よ っ て 是正 が図られ つ つ ある。た め池 の

維持管理 を含 め て 水の 利用管理 は ， 水源供給力 が増

大すれ ば慣行是正 の 名 の も と に ， 管理労力 を節減 し

よ うとす る方 向 へ 働 く， 時代 の 雛勢 と し て 止 む を得

な い もの で ある が ， やや もすれ ば管理 の 粗放化 と の

批判を受け か ね ない
。 限 りあ る水 の 有効利用 と た め

池 の 保全 の ため に ， 新た な 「水 との 闘 い 」 の とき に

きて い る とい え る。
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