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○ ま え が き

　琵 琶湖疏水 と並ん で 明治 の 2 大疏水 の 一つ で あ る

安積疏水 は，明治新政府が実施 し た最初 の 大規模な

国営農業水利事業で あ る 。 現在，福 島県郡山市は東

北で は有数 の経済都市 とな っ て い る が ， 疏水が で き

る 以前 の 明治は じ め ま で は
一

宿場町 に すぎず ， 猪苗

代湖 の 豊富な水 を引 くこ とがで きなか っ たな ら今 日

の 発展 は な か っ た で あ ろ う。 こ の よ うな こ と か ら現

在で も郡山市 は猪苗代湖か ら良 い 水が得 られ る た め ，

水不足 に 悩ま され る こ とな く， お い し い 水道 の 恩恵

にあずか っ て い る。 そ こ で ， こ れ ま で の 「安積疏水

史」 で はあ ま り知 られ て い な い 部分に土木屋 の 立場

か らス ポ ッ トを当て て み た 。

0 始 め は 厂猪苗代湖疏水」 で あ っ た

　 こ の見出 し にあ るよ うに 始め は 厂猪苗代湖疏水」

で あ っ た も の が
，

い つ に問 に か呼び名が変わ り安積

疎水 とな っ て現在に 至 っ て い る 。 も との 「猪苗代湖

疎水」 と い う呼び名は完全 に忘れ去 られて い る ばか

りか
， 市民 の 認識 と し て は

， 始 め か ら 「安積疏水」 で

あ り， 呼び 名 が変わ っ た経緯を知 る者は 皆無に近 い
。

　明治政府 の 計画 ， 着工 段階で は内務省管轄で 厂猪

苗代湖疏水」 で あ っ た 。 明 治14年 4 月 に 新 た に農商

務省が設置され ，そ の 中に猪苗代湖疏水工 事の た め

に 「安積疏水掛」 を設 け ， 出張所 を福島県下桑野村

（現在郡 山市開成）に 置 い た が， こ の安積疏水が後

の 名称変更 の 原点 に な っ て い る 。 安積疏水が一
般的

な名称に な っ た の は ， 明治38年 「安積疏水普通水利

組合 」 が で き て か らで あ る
。 こ の 時に 編纂され た本
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の 題名を 『安積疏水志 』 とす る か
，

『猪苗代湖疏水

志』 に する か 両論 が あ り，

「猪苗代 」 を採 る 中央政

府 の 顕官 と 「安積 」 を採 りた い 地元 ・安積疏水組合

で綱引きが あ っ た 。 公爵 松方正 義お よび安積疏水建

設時 の 責任者，男爵奈良原繁 の 尽 力 に よ り 「安積」

に な っ た 。 こ れ が 「猪苗代湖 」 の 名前が消え た 大き

な
一

因 とな っ て い る。 と こ ろ で ， 最近猪苗代湖 の 観

光開発が進 み ， 湖水の汚染問題 が ク ロ
ーズ ァ ッ プ さ

れ て い る に もか か わ らず ， 湖水 の 最大 の 受益者で あ

る郡山市民 が
， 対岸の 火事 とい う感覚 に陥 っ て い る

よ うに思 われ る の は ， 疏水 の 名前が変わ っ た こ とに

関係す る と考え られ
， 歴 史的に み る と些細な こ とか

も知れな い が
， 改称 の 影響は 決 し て小 さ くな い

。現在

の 琵琶湖 の 環境問題 を考 える と，京都市民に と っ て

琵琶湖疏水は京都疏水で な くて よ か っ た と言 え よ う。

O 江戸 時代の 猪苗代 湖開発計画

　猪苗代湖か ら奥羽山脈 を横切 っ て安積平野 へ 水を

引こ うとす る動 き は ， 江戸時代末期か らあ っ た 。 そ

れ 以前 に江戸後期 の 経世家 ・本多利明（1744〜1821）

が著書 『
経世秘策』 で 富国策 の

一
つ として 猪苗代湖

の 水位を下げ て 新田開発す る こ とを提案し て い る。

こ の こ ろ の 猪苗代湖 は明治23年の 磐梯 山大噴火前で

あ っ た か ら現在の 湖面 とは勿論違 っ て い た 。 し か し，

湖 か ら流れ 出る川 は ， 会津方向 に流れ る阿賀野川 水

系 ・ 目橋川 唯
一
本で あ る こ とは今 と同 じ で

， 出口 が

狭 く， し か も河床 も高か っ た
。

こ の た め湖面に隣接

す る村々 は大雨 に な る と水位が低下せ ず （平成元年

の 富士五湖 の 洪水 と同 じ現象），田畑 に 大 きな被害を

与 えて い た 。 そ こ で戸 の 口 （湖水 の 出 ロ）を地雷 （煙
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硝火薬） で岩を砕 き河床 の 盤下 げを行い
， 湖 面を低

下 させ て 耕地を水害か ら守 り， 安 定的 な米作 を可能

にする とい うの が本多の 方策で あ る 。 こ の 考え は卓

越 し た もの で あり，実際 の猪苗代湖疏水工事 にお い

て も戸 の 口 の 盤下 げを し て湖面水位 の 安定 を計 っ て

お り， 本多利明の主張に沿 っ た もの とな っ た の は興

味深 い こ とで ある 。 こ の 湖 面低下 問題 は磐梯 山噴火

後 にも起 こ り，
フ ァ ン ・ドール ン が 帰国 し た 後も我

が 国 の 治水工事に活躍し たデ ・レ
ーケ が調査報告を

し て い る 。

O 疏水開削運動の 功労者 小林久敬

　幕宋か ら明治初期 に か け て ， 猪苗代湖 の水を何 と

か 奥羽 山脈を貫い て 安積側 に 引 い て こ よ う と奔走 し

た第
一

人 者は小林久敬で あ る 。 特 に
， 彼が提案 した

疏水 ル
ー トは 戦後郡山市 が上 水道 の た め開削 し た ル

ー トと ほ ぼ 同じ で あ り，また，
「
昭和 17年か ら始 ま っ

た ， 新安積疏水の計画 ル
ートも同 じ で あ っ た 。 し か

し， こ れ は実施段階 で 工 期，工 費等 の都合で 変更 に

な っ たが ， 彼 の 路線ル ー トの 選択が卓越 して い た こ

とが わ か る 。 明治政府は 小林 の計画 を高 く評価 し て

お り， 疏水着工式 の 前日須賀川 の 大 白木屋 とい う当

時最 も大 きな旅館 に伊藤博文か ら呼び 出 され ， 表彰

さ れ た。 し か し，一民間人で 余 り に も執よ うな 運動

を行 っ た こ と と， 多少性格 的に 問題 が あ っ た た めか ，

地 元福島県で は彼 の功績が過小評価 され て い る の は

気 の 毒な こ とで あ る 。 そ こ で ， 現在筆者は 小 林久敬

の 業績 を明 らか にす る た め の 調査を し て お り， 後 ほ

ど機会 をみ て 発表す る つ も りで い る 。 こ れ に対 して

福島県の 役人 と し て疏水開削， 安積 開拓 に活躍 し て ，

郡 山で は高 い 評価 を受け て い る の は 中条政恒 で あ る 。

し か し ， 小林 は彼に徹底的に嫌 われ ， こ の こ とが不

遇 の
一

因 と な っ て い る よ うに思 わ れ る 。

O フ ァ ン ・ドー
ル ン の 設計の すばら しさ

　彼 の 安積疏水 の 計画書は 「水 ヲ猪苗代湖 ヨ リ引 キ

テ 福島縣 ノ 稲田 二 灌ク ニ 供 ス ル 溝渠 ノ 計画 」 （明治

12年 1月） と して残 っ て い る が，そ の 中の 開水路 ，

堰 ， 水路 トン ネ ル な どの 水理計 算は 当時の最先端 を

い くもの で あ る 。 土に 関 し て は 「福島縣 ノ稲田 ハ 水

ノ滲漏多カ ラ サ ル 良好 ノ粘土 ヨ リ成 ル コ ト」 と灌漑

に必 要な水量 の算定に あた り， 土の透水性 を考慮 し

て い る の と，開水路 の 低面 を良好な粘 土 と し て の 粗

度係数よ り開水路の 断面を求め ， 所要水量 を流すた

め法勾配 を一割五 分 と し た ときの 水路断面の底幅，

深 さを計算 し て い る 。 そ の 他， 広頂堰 ， 水路 トン ネ

ル の断面等の水理計算が ある 。 現在 こ の トン ネル の

拡幅工事が進め られ て い る が
， 工 事中に当時 の 石組

を調査する機会が あ っ た の で ， そ の とき の 写真 と明

治時代 の 設計図面 を紹介す る （写真一 1）。

O 安積疏水設計に活 躍 した山 田 寅吉の役割

写真一1　 フ ァ ン
・ドール ン 設計に よる 沼上 トン ネル （図面は安積疏水土地改良区蔵）

2

　安 積疏水 の 設計に 関与 した

日本 人技術者 として は山田寅

吉が い る 。 山田 は我が国の 近

代土木 の 基礎を造 っ た古市公

威 と 同時代 に活躍 し た先駆的

な 土木技術者で あ る 。山田は

福岡藩士 で ， 明治元年頃 ， 藩

の官費生 に選ばれ，15歳に 英

国に渡 り， それ か らフ ラ ン ス

に渡 り中学 を経 て ， 明治 9 年

エ コ
ー

ル ・ サ ン トラ ル 大学土

木建 築科 を卒業 の の ち帰国 し

た 。 卒業は 古市 よ り も早 い
。

そ の 後，古市 と同格で 内務省

土木局 の 勅任技師 とな P ， 土

木監督署 の 第一区 ， 第二 区の

　 　 　 　 土 と基 礎，41− 6 （425）
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初 代署長 と し て の 要職を し め ， 月樺 も古市 と共に土

木 技師 と し て最高額 の 二 百円で あ っ た。し か し，古

市は官僚畑 を貫 い た が，山田は官界 で の 職務 に満足

し な か っ た の か ， あ る い は性格的に合 わ な か っ た の

か は 明 らか で は な い が ， 早 くか ら土木局 を去 り， 民

間 の 土木業界 で活躍 した 。 最 もこ の 頃は 富国強兵 ，

殖産振興が叫 ばれ ， 建設 ブーム で 民間 の 方が活気が

あ っ た か らで もあ ろ う。 現代 の 土木系 の 学生 の 就職

希望 と合い 通 じ る と こ ろ が あ り ， 好況時の 民間志向，

不況時 の 役人志 向 と明治 も平成 もた い して 変わ らな

い
。 こ の よ うな こ とか ら古市 と肩 を並 べ る力 があ り

なが ら ， 山田が 目立 た な い 存在に な っ た の はや むを

得 な い こ とで あ る 。 こ の 山田が帰 国後 日本政府雇 と

し て 当時 の 大 プ ロ ジ ェ ク ト安積疏水 の設計に参画 し

た の は，彼 の 実力か ら し て 当然 の こ と と言 え よ う。

し か し，山田 が実際 の 設計 にたず さわ っ た の は 明治

12年 の 始 め か ら 4 月頃ま で に過 ぎず， フ ァ ン ・ドー

ル ン の も と で彼 が既に 終えた基本設計に従 っ て ， 細

部設計 ， 積算な どを行 っ た の で ある。

　 山田が行 っ た 設計は
『安積疏水志 』 に 全部で は な

い が記載 され て い る 。 こ れ を詳細 に検討す る と， 彼

が不十分 な測量結果 か ら苦労して 概略予算を組んだ

様子 な ど が 浮 き彫 りに な っ て くる 。 また ， 設計 ， 施

工 の 基本的な こ と が ら は現代で も通 じ る す ば ら し い

もの で あ る。まず復命書を調 べ て み る と， 測量 がす

べ て終わ っ て い な い の に無理 に設計 を進 め た の で ，

積算基礎 に フ ラ ン ス の単価 を採用 し た り，比較設計

を し た い が時間 がな い とか （政策上 予 算書の作成 を

急 が され た）， 測量を終 わ っ て 平面図を描 い て か ら

施工 方法 を決 め よ等 の 記述が あ り， 苦労の あとが 忍

ばれ る。また，現代土木 に つ なが る こ とと し て
， 山

田は 「こ れ ま で の 工 事 の 請負方法 に は問題が多い の

で，こ の 工 事 に お い て は単価表， 人 件費等によ っ て

請負金額を決め る べ き で あ る。請負金額 を予算の 範

囲 内に収 め る こ と 。 現場で は測量 を先行 させ る こ と。

工事 の 責任はす べ て監督技師 にあ る の で ， 請負人 は

そ の 指示 に従 い
， 独断 で設計や工法 を変更 す る こ と

は 許 さ な い 、工 事 を円滑 に進 め る た め に
， 請負約定

規則 を決 め て お くこ と」 と述 べ て い る。 こ れ に よ る

と， 監督責任 と請負約定規則 な ど現在の 土木 に通 じ

る こ とが ら で あ り，明治初期 の 記述 と し て は 注 目に

値 す る こ とで あ る 。

June ，　1993

O 山田寅吉と土 質力学

論　　説

　山田 の 工 事記 の 中で 土 質力学 に 関係する興 味深 い

記述が あ る 。 そ の 中で ， 木橋 の 橋台設計 の
一部に 下

記 に示す よ うな，橋台 の 設計計算 が あ る 。 （原文 ど

お り）

　　此石垣 （橋台の こ と） ハ 土 ノ圧 ス カ ト水 ノ 圧 ス

　　カ ト橋 ノ上 ヨ リ圧 ス カ ト自己ノ重 サ トヲ保持 ス

　　ヘ キ抗抵抗力 ヲ有 ス ル ヲ要 ス 。 外 ヨ リ働 クカ ノ

　　平均 ノ 為 ニ ハ 土 ノ 圧 ス カバ 水 ノ圧 ス カ ニ 因テ 幾

　　分 ヲ平均 ス ヘ シ 。

……中略……今石垣 ノ抗抵カ

　　ヲ算 ス ル ニ
， 水 ノ 圧 力 ヲ全 クナ キ モ ノ ト見做 シ ，

　　只 石垣 ハ 土 ノ 圧 力 ト自己 ノ重 サ トノ ミ ニ 抗抵 ス

　　ル モ ノ トス 。 如此不 都合 ノ場合 ハ 実地 二 於 テ ハ

　　ナ キ コ トナ リ。 然 ル トキ ハ 土 ノ圧力 ノ極大ナ ル

　　位 ハ 即チ左 ノ如 シ
。

疏 一去・
・
k2　T ・

2

（・5e
一
号）

　（参考と して 現在用 い られ て い る ラ ン キ ン の 土圧

式は下記の とお りで ある 。 河上房義著 『土質力学』

よ り）

Pa→rH2 ・an2 （・5a一普）
Fm ハ 土 ノ圧 力 ノ極 大ナ ル 位此カ ノ 中心 ハ 石 垣

　　ノ 下 ヨ リ石垣 ノ 高サ 三 分 ノ
ー

ニ ァ リ

π 1

k

a

バ
ー 「メ

ー
トル 」 立 方 ノ土ノ重サ即チ千八

百 「 キ ロ グ ラ
ー ム 」

ハ 石 垣 ノ高サ十 二 尺即 チ仏尺 三 「メー トル 」

六 三六

ハ 土 ヲ積ム トキ 自然 二 積 レ ル角度即チ三 十

四 度 トス

こ こ で ， 注目す べ き は こ の 部分 の 設計は メ
ー

トル 法

で 計算して い る こ とで あ る 。 他 の ほ とん ど は 尺貫法

で 求め て い る 。 土 の 密度 を 1．8t／M3 ，ある い は土 の

安息角 を 34°

な ど今の 土質 と変わ らない 値を用 い て ，

土圧 を求め石垣 の 安定計算 し て い る の は非常 に興味

深 い こ とで あ る 。 し か も こ の 土圧 式 は，現在我々 が

用 い て い るラ ン キ ン の 土圧 式 と文 字が多少違 うもの

の
， 同 じ式で あ る こ とは 言 うま で もな い 。 さ らに

，

こ の設計書 が書 か れ た の は 明治12年前半 で あ る が
，

こ れ は 我が国 で最初 に翻訳 され た有名な 『
蘭均土木

学』 （写真一2） の 発行が 明治 13年で ある こ と を考
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写真一2　ラ ン キ ン 著 の 訳本 （国立 公 文書館蔵）

慮す る と，山 田寅吉 の 土 質力学 の 実力は 素晴 らしい

も の で あ る。『
蘭均土木学』 の 訳本は式 ま で ， 例 え

ば次の よ うに漢字で 書か れ て い る 。

腫 天 ・斗餘弦覊 繋膿 耄靉
しか し ， 山田 の 式 は tan を T9 と多少今 と は異 な る

も の の
， 漢字で書か れ て い る 訳本 と比較 し て も，フ

ラ ン ス で学ん だ力 を い か ん な く発揮 し て い る こ とが

わ か る。

O 共通仕様書の 原点 ，

「土木官令類纂」 の発

　行

　安積疏水の 着工式 が明治 12年 9 月27 目， 明治12年

10月に 福島 県 か ら
「±木官令類纂』 （写真

一 3 は国

立公文書 ・内閣文庫蔵書） と い う現在の 共通 仕様書

の 原点の よ うな土木関係書式集が，我が国で 最初 に

発行され た。こ の よ うな もの が なぜ 他県 に先駆けて

福島県で 発行 され たか に つ い て は明 らか に な っ て い

な い が，安積疏水 とい う当時 の 国家的大工 事が進 め

られ て きた こ とと無関係 で は なか っ た と思 われ る
。

そ の 最初 の 凡例 の 一部 を示す 。

一　此 書ハ 明治元年
一月 ヨ リ同十 二 年七月 二 至 ル 官

　　令中土木ノ事務 二 關 ス ル モ ノ ヲ類別編纂 ス

ー
編中大綱 ヲ擧テ 十五款 トシ 細 目ヲ分 テ 三 百二 條

　　 トス 然 レ トモ
ー令一規則 ニ シ テ其事ノ數款 二 渉

　　 ル モ ノ頗 ル 多ク毎款分載シ難 シ故 二 河港道路云

　　々 ノ達ハ 第二 款河港 ノ部 二 掲 ケ道路橋梁云 々 ノ

　　達 ハ 第三款道路ノ 部 二 出 ス 又 河港道路修築規則
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写真一 3　福島県蔵書印が あ る （国立 公 文書館蔵）

　　ノ如 キ第二 款第三 款 二 係 ル ト雖 トモ 其主 トス ル

　　所經費 ノ査額 ニ ア ル モ ノ ハ 之 ヲ第十款經費 ノ 部

　　二 掲 ク看者宜 ク注意 ス ヘ シ

ー　府縣事務章程 中特二 本編 二 關ス ル モ ノ ヲ抄録 シ

　　土木起功規則 ト併 テ 第一款 二 以 テ要則 トナ ス
…

　　 一以下略

　また ， 目次に は要則，河港，道路，橋梁 ， 用悪水

路，営繕，建物 ，

…… と第
一
款か ら第十五 款ま で あ

る 。 さ らに ，要 則は 第一條府縣奉職規則ヲ定 ム か ら

第十條府縣官職制 ノ外 内務省 ヨ リ委任 ノ件 ， 河港 は

第十
一
條治河使 ヲ置キ 水利 ノ事 ヲ管 セ シ ム …… （以

下省略） と続 く。

　 こ の よ うな規則 ， 予 算をは じ め土木に 関する種 々

の 事柄を詳細に わ た っ て 書い て あ り， 当時 の 土木事

業 の 遂行 に官民 がどの よ う に か か わ っ た か を知 る う

え で重要な資料 で あ る 。

O お わ り に

　こ れ ま で安積疏水 の
一断面 を土木を専門とす る立

場 か ら述 べ て き た が
， こ れ ま で の 歴吏家や郷土史家

とは違 っ た見方か ら疏水史 を調 べ る と， い ろ い ろ と

興 味深 い こ とを発掘す る こ とが で きる 。 特に山田が

設計に 用 い た 「
ラ ン キ ン の 土 圧式 」 な どがそ の 一例

で あ ろ う。

　 『土 と基礎』 の 愛読者の 方々 も た ま に は 数式 ・図

面か ら離れ て ，

一度皆様 の 近 くに あ る
， 古い 土木構

造物 の 歴史 を 「土木屋 さ ん の 口」 で調 べ て み ませ ん

か
。　　　　　　　　　　　　　　　　（原稿受理 　1993．2．18）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 土 と基 礎，41− 6 （425）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N 工工
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