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1． 洪 水 と水害

　洪水は ，

一
般に 豪雨や融雪水 に よ っ て 通 常よ り多

くの 水 が河川 に流出する 自然的要因の 強い 現象で あ

る
。 とは い っ て も ， 豪雨が河川 に流出 し て くる過程

で の 人為的な作用 に よ っ て ， 洪水の 流出量や流出形

態が異な る こ と は もち論で ある。例 えば，地表面 を

被覆 した り ， 河川改修に よ り水 の 流れ を良 くした り

す る と，同程度の 降雨で も雨水 が短時間に流出 しや

す くな り， 洪水 の ピー
ク流量 が大き くな る こ とがあ

る 。 し た が っ て ， 洪水 は純粋 な自然現象で は な い が ，

多量 の 降水 がな けれ ば大きな洪水 は発生 し な い こ と

か ら ， 自然的要因 の 強 い 現象 とい え る 。

　洪水は ，
ど の 川 で も起 こ り得る し

， 繰 り返 し発生

す る 。 そ し て 自然 の 営み と し て の 沖積作用 に 寄与す

る もの で ある。縄文後期 に水稲栽培が導入 され て 以

来 ， 稲作を基盤 とし て 発展 し て きた わ が国は ， 主 に

河川 の侵食，運撮 ， 堆積作用 に よ っ て 形成 され た沖

積平野を生産 の 場 と し，生活 の 舞台 と し て き た。 こ

の こ とは ， 生産 ・生活 の 揚が ， 洪水氾濫 と密接に関

連 し て い る こ と を意味 し て る。換言す れ ば，洪水氾

濫 に見舞われ る 条件が あ る か ら こ そ ，自然流下 方式

に よ り灌漑用水 を導 き，広大 な水 田地帯 を開発する

こ とが可能で あ り，洪水 に よ っ て 運 ばれ て きた土砂

が肥沃な農地 を産み出 し た ともい え る。さ らに洪水

は，しば しば河道 を変遷 させ ，分派川 を形成す る。

近世以前に開発され た農業用水路 は ， 分派川な どの

旧河道 を利用 し た も の が多 い 。旧河道を利用する こ

とに よ っ て 近世以 前 の 技術手 段 に よ っ て も比較的容

易 に大規模 な農業用水 の 開発が可能で あ っ た。 し た
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が っ て ， 人 々 に脅威を もた らす洪水 とそ の 氾濫は ，

見方に よれ ば国土 の建設作用 で もある 。 そ し て今 日，

洪水 の 氾 濫に よ っ て 形成 され た沖積平野 は ， 人 口 と

資産が集 中す る場 とな っ て い る 。

　
一方，洪水 の 発 生に よ っ て 氾 濫が起 こ っ て も， 人

間 の 営 み に 影響を及 ぼ さな けれ ば水害に は な ら な い 。

つ ま り氾濫地域 が水 田や宅地な ど に開発 され，氾 濫

に よ る被害が発生 し て は じめ て 水害が意識 され る こ

と に なる。 し か し，人間の 営み が あ っ て も，洪水 に

対応 した暮 ら し がな され て い れ ば，被害を軽減 す る

こ とは 可能で あ る 。 し た が っ て ， 水害は ， 豪雨 な ど

が自然的与件 とな るが ， 社会的要因 の 強 い 現象 と い

え る 。 こ の 洪水 と水害 の 相違に つ い て ， 小出　博は

「河川 に は 自然史 と社会史が あ る
。 洪水 は河川 の 自

然史の ひ と齣 で あ り ， 水害は 社会史 の ひ と齣 で あ

る 」 と明快 に表現 し て い る 。

　そ れ で は ， 洪水 の 歴史 とそ の 対策に つ い て利根川

・荒川水 系を 中心 に振 り返 っ て 見 る こ ととする 。

2． 江 戸期の 洪水 と対策

　 Zl　 江 戸期の 洪水

　洪水 は 繰返 し現象で あ り ， そ の 歴 史をた どれ ばき

りがな い が，まれ に今 日な お 記録 に残 る よ うな大洪

水 の 発生 を見 て い る 。

　利根川 に お ける江戸 期の洪 水史 の な か で も ， 寛保

2 年 （1742）， 天明 6年 （1785），弘化 3 年 （1864）

の 三 大洪水 は ， 歴史に 残 る著名な大洪水 で あ る 。

　寛保 2 年（1742）8 月 の 洪水 は，利根川 ， 荒川で も

まれ に見 る大洪水 で あ っ た 。 こ の 洪水 の 水位痕跡が

荒川上流 の 長瀞町野 上 に あ る 。現河床よ り20m 以上
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　 15　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　 利根川全 川 に わ た る河床 の 上昇 を

　　　 　　　もた ら し た 。 そ の 影響は ， 流路 の

　 14

　　　 　　　変動 ， 舟運路の不安定化，農業用

　 12 　　 水取 り入 れ 口の 埋没や用水路 へ の

　　　 　　　土砂流入 ， 排水不良に よ る水腐地

　
10

　　 の 増大 な ど ， 多方面 に及 んだ 。 そ

　　　 　　　の た め天 明 3 年以降， 利根川 で は

蓴　 　　 水害が頻発する こ と に な り ， 利根

　　　 　　　川 の 荒廃 は，明治中期か ら始ま る

　　　 　　　内務省 の 改修工 事 に よ っ て 解消 さ

　　　 　　　れ る ま で ， お よそ 100年に わた っ

　　　 　　　て 利根川 の 治水方策 を混乱 させ る

　　　 　　　こ と に な る。天 明 6 年 7 月 の 洪水

鼎 嬲 嬲 葡 嬲 李獗 嬲 禰 卿 時磯撫齢欝嬲諜L
　 七月十六日　十七日 十八日 十九日　廿 日　廿一日　廿二 日　廿三 日 廿四日　廿五日 廿六H 廿七日 （旧暦）

図
一 1　 天明 6年7 月洪水 の 隅田川水位記録 （参考文献 4），p．152よ り引用 ）

も高い 岩壁 に刻み込 まれ て い る寛保洪水水位磨崖標

は ，

「水 」 の 宇を刻 ん で 洪水位を示 し ，

「寛保 二 年壬

戌八 月
一

日， 亥刻大川水印迄 ， 四方 田弥兵衛 ， 滝 上

市右衛門」 と注記 され て い る
。 現河 床か らは想像 も

っ かな い ほ ど高い 段丘上 の 山裾に あ り， 荒川 の洪水

史 に お ける 貴重 な記録で あ る。 こ の 寛保 2 年洪水 を

8代将軍徳川 吉宗 は，雨 量観測 に よ っ て予測 して い

た とい う。 こ の こ とに つ い て ， 大石慎三 郎は
『徳川

吉宗 とそ の 時代』 で 次 の よ うに記 して い る 。

　　厂 と くに雨量観測 に興味 を もち， 江戸城 の 庭 に

　桶を据え て お い て ， 雨水 の た ま り具合を量 り， そ

　れ を座右に備えた 日録に 記 録し て い っ た。寛保 2

　年，江戸時代最大 とい わ れる大洪水が関東 か ら甲

　信地方を襲 うが
， 吉宗は 目録の 記録か らそ の こ と

　ある を予知し ， 救助対策を立て て お い た e 洪水 と

　同時に 御助船 を出 して 窮民 を救 い
， また救小屋 を

　建 て て 供食を し ， 8 月下旬 ， 水が引 くと同時 に川

　普請に と りか か り，翌 年 5 月に はそ れ を終え る と

　 い う手 まわ し の よさ で あ っ た 。 」

　こ こ で川普請 とは ， 被災 し た利根川 を は じ め関東

諸河川 の 復 旧工 事 の こ と で ，九州 ， 中国，四 国な ど

各地 の 大名に よ る お手 伝 い 普請 として 実施 され た。

　天明飢饉 の 一因 と もな っ た天 明 3 年 の 浅間山大噴

火は ， 吾妻川 へ の 泥流 の 流入や多量 の 降灰 に よ り，

March ，　1992

　　　　　　　　利根川 の 氾 濫流 が江戸 ま で達する

　　　　　　　　な ど， 大 きな被害 をもた らす と と

　　　　　　　　 もに，噴火に よる大量 の 土砂 を下

流 に拡散させ る結果 とな っ た。

　 こ の天明 6 年洪水 に お け る隅 田川 の 水位が ， 江戸

町奉行所 によ っ て 1 日に 1 〜 3 回観測 され て い た 。

洪水位 の継続的な観測 は，当時 と し て は画期的な こ

とで あっ た 。 こ の 貴重な記録 は ， 井 口 昌平に よ っ て

ハ イ ドロ グラ フ の 形 に再現 さ れ て い る
。

　 2．2　利根川治水の 要一中条堤一

　江戸期に お け る利根川治水 の 要衝 は ，利根川 が扇

状地河川 か ら移化帯河川に 遷移す る付近 の 酒巻 ・瀬

戸井の 狭窄部と中条堤 お よび そ の 上流 の遊水地帯 に

あ っ た 。 こ の 酒巻 ・瀬戸井 の 狭窄部 か ら上流には ，

左 岸に文禄堤 ， 右岸に は中条堤が あ り ， こ れ らの 堤

防が洪水を呑 み 込む よ うに 上流 に 向か っ て ラ ッ パ 状

に広が っ て 設 け ら れ て い た
。 文禄堤 と異な り中条堤

は ， 利根川 に沿 っ た堤防 で は な く， 支川 の 福川 に沿

っ て相対的 に高 い 荒川に よ っ て 形成 され た 熊谷扇状

地 に 向か っ て延び る堤防で あ る 。 中条堤 は，河川 の

堤防で は な く， 酒巻 ・瀬戸 井の 狭窄部 に よ っ て絞 ら

れ た洪水を遊水 させ る た め の 堤 防で あ り， 中条堤 の

上流側は 下流 へ の 洪水流下 を制限する た め の 遊水地

帯 と し て 機能 し て い た
。

こ の よ うな機能を受け持 つ

中条堤で は上下流 の 利害が相違 し た 。 上流側で は堤

防を低く して洪水の 氾濫 を少 し で も軽減 し よ うと ，

洪水時に 上流 の 人が堤防を切 っ た り， 反対 に下流側

33
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で は洪水の流入 を防ぐた め に堤防 を高 く

し よ う と，密 か に堤防 を か さ上げ した り

と ， 堤防を挟ん で 上下流の 人 々 が対立 ・

紛争 を繰 り返 し て きた。 そ の た め こ うし

た堤防を論所堤 と称 し た 。

　い ずれ に し て も中条堤上流の 遊水機能

は大き く， 中条堤 が決壊すれ ば，埼玉平

野 の みな らず ， 氾濫流が江戸 を襲 うこ と

に もな り，
こ と の ほ か 重要な堤防で あ っ

た 。 こ うした狭窄部 とそ の上流にお け る

遊水 は ， 江戸 時代を通 じ て 洪水対策 に お

け る常套手 段 で あ り， 後述す る 隅田川 の

治水に も見 られ る。

　 なお，文 禄 3 年 （1594）〜 承 応 3 年

（1654）の 60年間 に わ た る利根 ・江戸川水

系 と鬼怒 ・小貝川水系 を結び，利根川水

系 の 基礎を形成 した利根川東遷事業は ，

江戸期の 利根川治水の 方策 と し て 紹介さ

れ る こ とが多い
。

つ ま り東遷事業の 目的

の
一つ に江戸 の 水害防御が あげられ る が

，

東遷の 経緯 を詳細 に た ど っ た大熊　孝 に

よ っ て ， 舟運 の 安定 と開発 が主眼で あ り，

上利根の 洪水 が下利根に注 がれる よ う に

な る の は ， は る か後 ， 文化 6 年（1809）の

赤堀川 の拡幅 ， ある い は 天保年間 （1830

〜43） の 江戸川棒出 し強化以降の こ とで

あ っ た と指摘 されて い る 。

　2、3 江 戸 の 発展 と隅 田川の治水

　
tt

火事 とけん か は 江戸 の華
”

と形容され

図
一2　上利根右岸 の 堤防概念図 （参考文献 5），p．139よ り一部削除追加）

る よ うに，江戸は し ば し ば大火 に み まわれ ， 江戸時

代だけ で も 100回の 大火 を数 え る とい われ る 。過密

都市江戸 に と っ て火事は こ と の ほ か 深刻な状況を呈

し ， 明暦 の 大火 にみ られ る よ うに ， 大火が契機 とな

っ て 江戸市街地 の 外延的な拡大が図 られて きた 。

一

方， 水害は江 戸 の 災害史の 上 で は あま り深刻で な か

っ た 。 か つ て 隅 田川が荒川 も含 め た利根川水系の 有

力な幹川 で あ っ た に もか か わ らず ， 寛保 2年や明治

43年な どの よ うな稀有な大出水を除 い て は ， 隅田川

の 氾濫 に よ る 市街地で の 水害をみ て い ない 。む し ろ

市街地 は隅田川 の 両岸に接 し， 目常生活に と っ て 貴

重 な必 需品で あ る米な どを中心 と し た倉庫群 が沿岸

に立地 し て い た 。 何よ りもま し て隅 田川 の 下流部が

34

無堤で あ っ た こ とは ， 壊滅的な大水害を経験 し て こ

な か っ た証左 で もある
。 そ し て 無堤 の 河岸は ， 川湊

とし て消費都市江戸 を支え る重要な役割を果た し て

い た。 し か し，隅田川沿岸 の市街地 が全 く水害を受

けな か っ た わ け で はな い
。 む しろ水害の 記録は 数多

くあ る 。 た だ し ， こ れ ら の 水害 は い ずれ も隅田川 の

氾 濫で はな く，隅田川 に 流入 す る支川 ， 堀川等 に よ

る い わ ゆる内水氾濫 か ， あ る い は 市街地 の背後 か ら

襲 う洪水 に よ る もの で あ っ た
。

　内水氾 濫は隅 田川 の 水位上昇に よ る排水不良あ る

い は逆水に よ る も の で あ り， 少な くとも直接的氾 濫

で はな か っ た 。 こ うし た水 害 は低平な地形 の 隅田川

沿岸市街地 で は 大きな破壊 エ ネル ギーを もつ もの で
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は な く，
い わ ば湛水害 とい っ た も の で あ っ た 。 川や

堀 が縦横に走 り， 市街 地面積 に 比 べ 水面積 の 占め る

割合 の 大き か っ た か つ て の 隅田川沿岸 で は，隅田川

の 水位 の 低 下 と ともに，湛水 は 広大な水面 に吸収 さ

れ て い っ た と考え られ る 。

　 こ の よ うな隅 田川下流沿岸の 水害特性は ， 江戸 の

市街地 を守 る 巧 み な治水策 に よ っ て 形成 され た もの

で ある 。 すなわ ち ， 浅草の北側か ら西 の台地に接続

し て築か れ た 目本堤 （元 和 6 年 （1620）築造） と，

向島付近 か ら隅田川左岸に沿 っ て 上流 に 向か っ て 築

か れ た 隅田堤 （16世紀後半 に築造）を中心 と し た 治

水策がそ れ で あ る 。 こ の 二 つ の 堤防は ラ ッ パ 状に配

置 され，そ の 下流端 が狭窄され て い た。逆 に上流 の

河幅 は広 く， 大きな蛇行を伴 う大規模な遊水氾濫域

が形成 され て い た 。 こ の遊水氾濫域 に よ っ て 隅田川

の洪水 は
一

時的に貯留 され ， 狭窄部 よ り下流には
一

定 の 流量 し か流下 させ な い 仕組み とな っ て い た 。 さ

ら に
，

こ の 氾濫域の 上流 に は川 口，岩淵付近 に狭窄

部が あ り ， 埼玉 県下で の遊水氾濫に よ っ て 洪水流量

は すで に大 き く低減 され て い る。なお， 日本堤 よ り

上 流の 氾濫域は ， 明治 の 初期まで 自然堤防に よる微

高地を除 き，永田地帯 とな っ て お り，氾濫 を許容 し

た土地利用がな され て い た 。

　 こ うし た江戸 の水防拠 点で あ っ た隅田堤 は ， 桜の

名所 と して も著名で あ り， 桜見物の 群衆に よ っ て堤

防 が締固 め られ る こ とに よ る堤防強化 の 効果 を期待

し て 桜 を植え た と もい わ れ る
。 水防拠点が名所 と な

っ て い る例は多 く ， 乱杭水制で知 られ る大川端 の 百

本杭は，景勝地 や魚釣 りの 場 と し て 江戸市民 に親 し

まれ た 。 こ の よ う に水防拠点 が多 くの 人 々 に知 られ ，

ま た親 しみの場 で あ る こ とは ， 目常 の暮 らしの 中に

水防拠点を位置付け る とい う巧妙な治水策 の
一

つ で

もあ っ た 。

　 2．4　被害軽減策 と して の 水 防

　江戸期 の 技術段 階に お い て は，今 日 の よ うな洪水

を河道か らあふれ させ な い と い っ た対策を望む こ と

は不可能で あ っ た。 し たが っ て ，洪水 が氾 濫 し た揚

合に い か に被害を軽減 させ 得る かが，基本的な対策

で あっ た 。少な くと もしば し ば発生する 中小洪水 を

防 ぐた め の 地先堤 防 ， 氾濫流 の エ ネ ル ギ
ー

を減殺 し ，

土砂礫 の 流入を防 ぐと ともに ，堤体 を防御する た め

の 水害防備林，氾 濫時に家財を守る た め に 屋敷地 を
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盛土 し た水屋や避難場所 と し て の 水塚 ， 避難用の 揚

げ舟 ， あ る い は微高地で あ る 自然堤防や台地縁 へ の

集落 の 立地な ど，水害地域 に住 む 住民 は，そ の 地城

の 特性 に応 じ た知恵 と 工夫に よ り， 多様な被害軽減

策を産み出 し て きた。

　江戸前期 の 代表的 な農書で 天 保 2 年 （1682）に著

され た 『百姓伝記 』 （箸者不 明） は ，

「防水集 」 と題

する巻七 に お い て ， 川除けや水 防に関する 様々 な心

得を記 して い る 。 そ の 中で 「洪水た り共 ， 半 日か 一

日の 大雨 に て 満水多か る べ し
。 大雨 ・大風 の 二 日を

過ぎた る事な し
。

二 時三 時をふ せ ぎ， か こ えば引水

と な る 」 とわ が国の 出水特性 か ら ， 例 え越水 し て も

半 日か ら 1 日だ け手 をあ て て で も防ぐ こ とが肝心 で

あ る と述 べ て い る。また 「水 の 出は なを知事，同ひ

か た を し る事」 と し て
， 水 の 色 ， 浮遊物質， 泡 の 状

態 ， 水温な どに よ P ， 増水 ・減水 など の 出水状況 を

経験的 に判断す る方法を指摘 す る と と も に
，

「堤腹

に しる し の 竹木 を さ し置 ， み る べ し」 と水位 の観測

を奨励 し て い る
。 さ らに水 防に 際し て

， 必要な用具

の 準備か ら ， 水防工 法 ， 屋 敷林 の 保全 ， 水防時の 食

料 ・ 伝達方法 ・ 状況判断 橋梁流失 を防 ぐ方法な ど，

こ と細 か に 記 し て い る
。 こ うした洪水に対す る心 構

え もま た被害を軽減する重 要な方策で あ っ た。

3．　 明治期の洪 水 と対策

　 3．1 明治期の洪 水

　江戸期以来 の 洪水 の 頻 発は ， 明治期 に 至 っ て ，流

域の 開発 が進 む に つ れ て ま す ます深刻な永害とな り，

近代的 な治水対策が進 ま ぬ まま ， 永害激化の方向を

た ど り， 利根川で は 明治 18， 23， 27，29， 31，40年

と，大洪水 が頻 発 し
， やが て 明治43年の 大洪水を迎

え る 。

　明治43年 の 洪水 は ， 江戸期 の 三 大洪水 に 匹敵す る

大洪水 で あ っ た
。 台風 とそ れ に伴 っ て活発化 し た低

気圧 に よ り ， 8 月 1E か ら降 り始 め た雨 は，一時降

り止 ん だ もの の ，ほ ぼ16 目ま で 降 り続き ， 記録的な

豪雨 とな っ た 。 こ うした気象条件の もとで ，利根川，

荒川な ど の 関東 の 諸河川で は 2 度 に わた っ て洪水 が

起こ っ た 。 と くに台風 に起因 し た最初 の 豪雨に よ っ

て 最大洪水流量が発生 し た た め ， 10〜12 日に か け て ，

利根川や 荒川な ど の 大河川 で も至 る所 で破堤 ， 氾濫

が発生 し ， 約23万町歩 が浸永 した と い わ れ る 。 な か
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で も利根川 と渡良瀬川 に挟 ま れ た群馬県邑楽郡で は

利根川 の 左岸堤 が破堤 し，邑楽郡一
帯が水没 した ほ

か ， 小貝川の 合流点付近か ら下流 の利根川下流部一

帯 が全面的に 浸水 し ， 霞ヶ浦も湖岸
一

帯が水没 した 。

さ らに妻沼付近 で 利根川右岸堤が破堤 し ， そ の 氾 濫

流が 中条堤 を突破 し
， 埼玉平野か ら東京を襲 っ た 。

そ の た め東京市 で は 利根川上流 と荒川か らの 氾濫水

に よ り， 下谷，浅草，本所深川，さ らに 向島の 東か

ら亀戸
一
帯に か け て ， 見渡すか ぎ りの 泥海と化 し た 。

　 3．2　近代治水の 登場

　明治期に お け る洪水 の 頻発 と ， それ に伴 う水害 の

激化は ， 豪雨 の頻 発 とい っ た気象条件に起 因す る も

の で は ある が ， 高水工 事 の 遅 れ ， 河川 内恒久構造物

の 増加 の ほ か ， 明治維新以来 の 急激な経済発展 に伴

う被災対象物 の 著 し い 増加 と河川付近 の 土地利用 の

高度化な ど， 様々 な要因が指摘され て い る 。
い ずれ

に して も水害 の 激化 を背景 と し て ，明治中期か ら洪

水防御を目的 とした高水工事へ の 要請 が強ま っ た 。

　利根川 な ど主要大河川 の改修事業は，明治政府成

立直後か ら，舟運 路 の 整備な どを 目的 とした い わ ゆ

る低水工 事が行 わ れ ， オ ラ ン ダか ら招か れ たお雇 い

外 国人技師の 指導 の 下 で 進 め られ て きた 。 しか し ，

洪水防御を目的と した高永工 事は ， 明治29年の河川

法公布ま で 待た な け れ ばな らな か っ た
。

　利根川で は ， まず河 口 か ら佐原ま で の 区問に つ い

て 内務省直轄 の 第 1期改修工 事が明治33年に着工 す

る 。 さ ら に 明治40年に は佐原か ら取手 まで の第 2期

改修工 事 ， 引 き続 き42年か らは 第 3 期改修工 事 とし

て 取手 か ら上流 の 沼 の 上 ま で の 区間が着手 された 。

したが っ て ， 明治43年時点で は ， 取手ま で の 第 2 期

工 事が よ うや く始 ま っ た ば か りの 段 階で ，未改修区

間は江戸時代以来の 旧態然 と し た堤 防で あ っ た 。 そ

の ため明治43年 の よ うな大洪水が起 こ れ ば，当然堤

防 は破堤 し，氾 濫す る状況 に あ っ た 。

　そ こ で ， 明治43年洪水を契機 と し て ，近代的な治

水事業が進展す る こ と に な る
。
3750m3 ／s とい う計

画流量 を対象 と して 明治33年に着手 され た利根川 の

改修工 事は ， 明治43年洪水 を考慮 し て ，計画流量を

5　570　mS ／s に改訂 し
， 精力的な堤防建設 と大規模な

河 床の 掘 削が実施 さ れ る こ と と な っ た
。

　荒川に お い て も放水路 の 開削を基本 と し た改修計

画が樹立 され ， 翌 44年か ら工 事に着手 され る。現在
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で は荒川 本川 とな っ て い る放水路は ， 幅450〜 580m ，

延長約 22km に わた り人 工 的に開削 され た水路 で
，

20年 の歳月 を要 し て 昭和 5 年に 完成され る 。

　こ れ らの 大規模な近代的改修工事 の背景 に は ，土

工 に お ける 大規模機械力 の 導入 があ っ た 。 蒸気機関

や浚渫船な ど の 土工 機械の登場 は ， ま さに革命的な

土木技術手段 で あ り，それ ま で 人力 に依存 して きた

浚澡 ・掘削 ・運搬な ど の 施工 の 大規模化 ， 工 期 の 短

縮化な どを可能に し た。ちな み に明治 33年か ら昭和

5 年 ま で の 利根川改修工 事で は，大量 の 浚渫 と掘削

が行われ ， そ の 総土工 量 は 実 に 2 億 1400 万 m3 に

も及 ん だ とい わ れ る 。 また重力 に反 し て水を高所 に

導 く こ とを可能に したポ ン プ の 出現は ， 湛水被害 に

悩ま され て い た河川沿 い の 低平地 の 排水 に寄与 した 。

4． 昭和期の 洪水 と対策

　4．1　昭和期の洪 水 と利根川治水 の 変遷

　昭和 5 年に明治以来 の 利根川改修工事が竣工 す る

が
， そ の 後も昭和10年 9月 ， 13年 6 〜 7 月 ， 8 〜 9

月 ， 16年 7 月 と ， 相次 い で 大洪水 が発生 し，利根川

下流部 を 中心 に水害 に見舞わ れ た 。 そ こ で 昭和 14年

に は計画高水流量を従来 の 改修計画の ほ ぼ 2 倍 に あ

た る 10 ∞ Om3／s とする利根川増補計画 が策定 され ，

16年 7 月に そ の
一

部が改訂 され た 。 こ の 増補計画 で

は ， 利根川洪水 の
一部を引 き受け る た め の 渡良瀬遊

水池 の 調節池化 ， 利根川下流洪水の
一
部を江戸川 に

分流す る た め の 利根運河 の 放水路化，下流部洪水 を

東京湾に放流するた め の 利根放水路 ， 鬼怒川洪水 の

影響を軽減す る た め の鬼怒川上流 ダム 群お よび利根

川合流点付近 の 遊水池，霞 ヶ 浦 の 洪水 を単独で 処 理

す る た め の 霞 ヶ浦放水路な ど ， 利根川下 流部の治水

が主眼 と さ れ た 。し か し
， 戦時下に あ っ て ， それ ら

計画が実現 され ぬ ま ま，戦後の 大洪水 に見舞わ れ る

こ とにな る 。

　戦後の 荒廃 し た国土に追 い 討ちを か けるか の よ う

に ， 昭和22年 9 月 の カ ス リ ン 台風 に よ る洪水 をは じ

め ， 23年 9 月 ， 24年 8 月 ， 25年 9月 と連年の 大洪水

に見舞わ れ た 。 な か で も昭 和22年 9 月の洪水 は ， 北

埼玉郡東村 で右岸堤 を破堤 させ ， 利根川 の 旧流路を

再現する か の よ うに濁流が 埼玉県東部を流れ下 り，

東京都葛飾区 ， 江戸川区に ま で及 ん だ 。 こ の 洪水 を

契機と し て ，改 め て 利根川改修計画 が策定され ， 基

土 と基礎，40− 3 （410）
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改修計画

洪水後改修計画

増補計画

博靉轡

計画
訂計画

図
一3　利根川改修計画 の 変遷 （参考文献 9），p．85 よ り引用）

本高水流量 は さ らに 17　OOO　m3 ／s　｝L 引き上げ ら れ る

こ とにな り， こ の うち利根川上流山間部 の 洪水調節

用ダ ム 群に よ っ て 3　000　m3 ／s を調節す る こ と が計画

され た 。

　そ の 後，利根川上流域 の 開発等に伴 う洪水規模の

増大に対応する と ともに
， 流域の 社会的 ， 経済的発

展に よ る治水安全度 の 向上を図 る た め ， 昭和55年12

月に は基本高水流量 を 22　OOO　m3 ／s とす る 現行の 新

改修改訂計画 が樹立 された 。

　 4．2　都市水害の 出現 とそ の対応

　水害 の 形態 は ， 土地 の 使 い 方や住 ま い 方とい っ た

土地利用 と大 い に関係す る。第 2 次大戦後の 土地利

用 の 変化に伴 っ て 出現し た水害の 形態は，ま さ に そ

の こ とを如実 に物語 っ て い る 。 とくに高度成長期 に

お け る宅地開発 に よ る都市化 に起因す る水害 は ， 都

市水害 と呼ばれ ， そ の対策上 困難な問題を引き起こ

した 。 都市水害は ， と りわ け安価な土地 を求 め て 宅

地開発が進行 し た地域に発生 し た
。 そ う し た 地域は ，

概 し て 宅地化 さ れ る以前は水田 として あ る程度の 氾

濫 を許容 し て い た所が多 く，必然的に浸水 しやす い
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宿命をも っ て い る土地で あ っ た。

　高度成長期以後 の 都市化 の い わ ば副産物で もあ る

都市水害 は ， 昭和33年の 狩 野川台風 が発端で あ る と

い われ て い る 。 こ の 台風 に よ っ て 東京 で は山手 の 河

川沿 い 低地に立地 した新興住宅地に も大規模な浸水

被害が発生す る こ と に な る 。それはやが て浸水範囲

を拡大し ， 東京や大阪 の よ うな大都市の み な らず都

市化 の 波 を追 うか の ご とく全国的な広 が りを見せ る

こ とにな る 。

　東京 の 都心部を貫流 し ， 隅 田川 に注 ぐ， 都内 の 中

小河川 の 中で は最大 の 規模 を もつ 神田川 は ， 都市化

の 波に もまれ ， 苦悩 し た都市河 川 の 代表 とい え る 。

　神田川で 洪水氾濫 に よ る 水害が深刻化す る の は ，

昭和33年の 狩 野川台風 に よ る水 害以 降で あ り， 昭和

50年代に は 毎年の ご と く洪 水氾濫を繰返 し ， 神田川

と い えば水害が連想 され る ほ どで あ っ た。

　そ の 原因は都市に あ っ た 。 神 田川 の 際ま で 建物 が

ぎ っ し り と建 ち並 び
， 道路 は 舗装され ， 降 っ た雨 は

地 中に し み込 む こ とな く，

一気に 川 に集 中した。ひ

とたび集中豪雨 に見舞われ れ ば ， た ち ど こ ろに水位
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が急上昇す る
。 河川改修に よ り川幅を広 げ ， 河道を

コ ン ク リー トで 固 め ， 洪水を流 れやす くし て も，神

田川 に集 中す る大量 の 雨水 を呑 み込 む余地 は次第に

な くな り， 限界に達 した神田川 は洪水氾濫 を頻発 さ

せ る よ うに な っ た
。

　 こ うした神 田川 の洪水氾濫 を防 ぐた め ， 様 々 な工

夫 がな されて きた。 そ の
一つ が地下 の バ イ パ ス で あ

る
。 神田川 に は ， 目に 見え る河道の ほ か に地 下を走

る も う 1本の川 が あ る。それ は 高田馬場付近 か ら始

ま る 4本 の 分水路 で あ る 。 過密都市の 中を流れ る神

田川 に は川幅 を広 げ る余地 が な い た め ， 川 に並行 し

て洪水 を流下 させ る分水路が設 け られ て い る 。 洪水

に なれ ば， そ の
一

部が こ の 分水路 に流れ込 み ， 河道

か らの 洪水氾 濫 を防 ぐ仕組み に な っ て い る 。

　 さ ら に神田川 で は従来 の河道の み で 洪水 を防 ぐ方

式 に 加 え ， 流域全体で総合的に洪水流量 を低下 させ

る方式 を組合せ た事業が進 め られ て い る 。 か つ て は

雨水が土中に浸透 し た り， 自然 の 低地 に溜ま っ て
，

ゆ っ くり と川 に 流れ込 ん で きた仕組み を人 工 的に造

るた め ， 団地や公園の 中に洪水 を
一

時的に貯 留す る

調節池 ， 地下 へ の 浸透を促す浸透性舗装や浸透 ます

な どを設置 した雨水 流出抑制策な どが実施 され て い

る 。 さらに環状 7 号線 の 下に は将来東京湾に つ な が

る地下河川 に もな る 巨大な地下調節池の 建設 が着手

され て い る 。

　4．3　現代の 洪水対策

　神田川にお け る流域で の 洪水対策を含めた治水方

式 は，総合治水対策 と呼 ばれる。都市化 の 進展な ど

に よ り流域の 急激な開発に伴 っ て ， 相対的に治水安

全度が低下 し て い る ， 鶴見川 をは じ め 全国 の 17河川

を総合治水対策特定河川 として ， 総合治水対策が実

施 され て い る 。

　総合治水は ，従来 の 洪水 を河道 の 中だ けで 処理 す

る治水計画か ら ， 洪水被害を軽減す る た め の洪水氾
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濫 時 の 対応を含め，流域全体を対象 と した治永計画

へ の 転換 として 注 目され る 。 こ の 総合治水で は，浸

透井 ・浸透性舗装等に よ る雨水浸透 ， 団地棟間 ・運

動場 ・広場等を利用 した雨水貯留 ， 宅地 開発等 に 関

連 した防災調節池，計画的 に遊水氾濫 させ る多目的

遊水池 ， 流域の 開発や 土地利用 の 規制 ・誘導，浸水

実績図の公表 ， ピ ロ テ ィ 方式等 の 耐水性建築 の 導入 ，

水防 の 強化 とい っ た，流域 の 持 つ 保水 ・遊水機能を

確保す る とと も に
， 浸水 しやす い 低地域で の 対策な

ど ， 治水施設 の 整備と併せ て 流域全体で 洪水を防ぐ

た め の 総合的か っ 多様な治水方式が採用 され て い る
。

　
一

方 ， 超過洪水 対策 と し て ，計画 を超 える規模 の

洪水が発生 して も破堤 しな い
， 安全性の 高い ス

ーパ

ー堤防 （堤内地盤 をほ ぼ堤防天端 ま で 盛土す る高規

格堤防）の 建設 が ， 利根川や 荒川 な ど の大河川 を対

象 として ， 沿岸堤 内地の 再開発事業な どと リ ン ク し

て着手 されて い る 。

　 こ の よ うに従来 か らの 堤防 ， ダ ム
， 放水路，遊水

池 な ど に よ る洪水対策に 加 え て
， 近 年 で は新たな治

水方式が採用 され っ つ あ る 。
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