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1　 は じめ に

　我が国で は
， 灌漑用 に 整備 されたため池が ，現

在も数多 くみ られ る 。 今 日 で は
， 農村社会 の変化

な ど に よ り，
そ の本来の役割を失 い つ つ ある ため

池 も多い
。 しか し，ため池には

， 主た る機能で あ

る灌漑機能 ， 防災機能だけで は な く，生物多様性

保全 機能や レク リエ ー
シ ョ ン 機能 ， 景観保全機能

などの 付加的機能があ り， その 再評価が最近注 目

され て きて い る 。

　兵庫県下 には 日本全国に 約 25 万個あるため池

の うち，18％ （約 4 万 4 千個）が 存在 し，
た め 池数

で は 日本全 国で 最 も多い 県で ある 。 特に ，瀬戸 内

海沿岸地域は
， 降水量が少ない ため，数多 くた め

池が 整備 されて い る D
。

　東播磨地域は
， 兵庫県下 で も比較的規模の 大 き

な ため池が数多く存在して い る こ とで 知 られ て お

り， その ため池の存在が 地域 の 生物多様性 の 維持

に貢献して い る こ とは ，
こ れ まで の い くつ か の研

究で 明 らか に され て きた
例 えば 2）

。 そ の 結果 ，各地

で 絶滅危惧種の 生 息地保全活動が展開 され るな ど，

保全 へ の具体的 な動 きが み られ て い る 。 また
， 都

市部 に近 い こ ともあ り，
レ ク リエ ーシ ョ ン の場 と

して の 整備 も積極的に行われて お り，

一般市民に

も，そ の 存在価値が認識 され る ように な っ て きて

い る 。

　一方で ，淡路地域の た め池は，池自体 の規模が

小 さい こ と もあ っ て こ れ まで 東播磨地域 ほ ど注 目

され て こ な か っ た。しか し，県全体面積の 約 7％

しか 占め ない 淡路地域 に，県下の 50％以上 （約 2

万 3千個）の ため池が分布 して い る と い われ
3＞，

我が 国で最 もため池の 密度が高 い 地域の
一

つ で あ

る とい っ て も過言で はな い 。 2001年の 冬に は，絶

滅に瀕 して い る とい われ て い る ア カ ウ キ ク サ の 大

発生が確認 される など，生物相 に とっ て も高い 価

値 を有 して い る と考えられ て い る が
， 調査研究 は

そ れ ほ ど進 ん で い ない 。

　さら に は
，

ため池に つ い て の 調査は
， 島内 1 市

10町 ご とに行 われ て きて い るため に ，淡路島と い

う単位で どの ようにため池が分布 して い る の か に

つ い て も明 らかに されて い な い Q そ の ような状況

の 中で ，耕作放棄地 の増加 や高齢化の 進行，後継

者不足 な どに よ っ て ， 管理が放棄 され る ため池や

老朽化が進行 して い るた め池も数多 くみ られる よ

うにな っ て きて お り，で きる だ け早 く保全 の ため

の 指針 を作成する必要が ある と考え られ る 。

　近年，様々 な視点か らた め 池 に関す る研究が な

される よ うに なっ て きて い る 。 また，ため池が も

つ 機能を的確 に評価 し， 保全の ため の 計画を作成

する こ とを目的と して ，市町村 レベ ル 4）
や県 レ ベ

ル
51

で ため池 の 類型化 を試み た研究 もみ られ る 。

こ れ らの研究で は ，物理 的側 面 か ら か な り細か く

類型化 を試み て い る が
， 管理主体な どの ソ フ ト的

側面の 試み つ い て は
，
ほ と ん ど考慮 さ れ て い な い 。

　 また，ため池の付加的機能 に 主 に注 目 した研究

で は ，居住環境の資源 として ため池を評価 した研
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究
‘”
や ，大規模宅地 開発 にお け る水環境 計画の

一

つ と して ため池 を位 置づ けた研究
ア

匁 どが ある。

こ れ らの 研 究で は，市街地 あ る い は，そ の 周辺 の

た め池 を研究対象 と し
， 居住者の 意識 を把握す る

こ と に よ っ て評 価 して い る こ とが特徴で ある 。 し

か し，農村地域 に お い て は
， 求め ら れ る 付加的機

能は市街地 の もの とは異な る と考えられ る u 後者

の 研究
　／t1

に お い て は ，将 来的 な管理 者 とな る行政

との 均衡や 水量の 確保などの 管理 に まつ わ る 問題

が今後 の 課題 と して あげられ て い るが，こ こ で も

管理 主体に つ い て の 具体的な記述は ない
。

　本研究で は，ため池の 密度が非常に高い 淡路島

を対象 と して ，ため池の 分布特性 と管理 主体 の特

徴 を明 らかに し，今後の 管理 の あ り方に つ い て検

討す る こ とを 目 的とす る 。 さ ら に
， 多数の 小 規模

た め 池 をどの よ うに保 全 して い くか ，そ の 考 え方

に つ い て も議論 した い
。

H　 対象地 と研究方法

　2．1 研 究対 象地

　今回対象地 とする淡路島は兵庫県の 南部に 位置

し，東西 に 最大で 約 28  ，南北 に約 53  の 1市

10町 （洲本市，津名町，淡路町 ， 北淡町 ，

一一宮町 ，

五 色町 ， 東浦町，緑町 ，西 淡町，三原 町 ，南淡町）

か らな る総土 地 面積 595．2  2
の 島で あ る （図 1）。

　淡路島で は，古 くか ら た め 池の 管理 を地域 の 水
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利組 合で 行 っ て お り，そ の 水利組合 の こ とを田主

〔たず ） と呼ん で い る
bli

。 また ．その構成員の こ

とも田主 と呼 び，例 えば耕作面積 の 大小 に よ り r

大 田 主 〔おお たず），小 田主 〔こ たず）と呼ばれ る

こ と もある。水利組合 と して の 田主の 由来は ，13

世紀 半ば 頃，灌漑用 の ため池 の 整備が進み ，その

後，tt姓名を持 つ 田主た ちが 共同結束 して こ れ ら

の 灌漑用 の た め 池や水路 を管理 する よ うに な っ た

とい われる 牝 しか し，田主 と い う組織が ，ど の

よ うな時代的変遷を経 て きた か に つ い て は
，

まだ

十分 に は 明 らか に され て い な い 。

　大河川 が な い ヒに ，瀬戸内海に位置 して 降水量

が少な い ため ，淡路島に は ため池が多数分布 して

お り，灌漑慣行 に つ い て は，比較的古 い 形態が残

っ て い る s）
。

　2．2　分 布特性 の 分析

　淡路島の 1市 10町で ，平成 9年 に作成 された「防

災ため池台帳」の デ
ー

タ を用 い て ，淡路島内の た

め池 の分布特性 を明 らか に した 。 「防災 ため 池台

帳」に お い て調査 され て い る項 目の うち，数値 デ

ータ と して記載 されて い る 項目 で ，欠損値 の 少な

い 9 項目 （天端幅，堤高，堤頂長，堤体斜面勾配

〔上 流）， 堤 体斜面勾配 （下流）， 総貯水量 ，流 域

面積，満水面積，灌漑受益地面積）を用 い て 主成

分 分析 を行 っ た 。 こ の 台帳 に は
， 数値デ ータ の 項

目以外 に，カ テ ゴ リカ ル デ
ー

タと して記載 され て

い る 13種の 項 目（例えば
， 取水施設構造や 老朽度）

があ っ たが ，数値 デ
ー

タ とは分け て 分析 を行 うこ

と と した 。 それ は ，数値 デ ータ と カ テ ゴ リ カ ル デ

ー
タ を混 在 させ て の 分析が 好 ま し くな い こ と と

（例 えば，数値デ ータ を カ テ ゴ リ カ ル デ ータ に 変

換 して 分析する こ と も考 えられ る が，デ
ー

タ の 精

度が 著 し く落ちる ），カ テ ゴ リカ ル デ
ー

タ の 多 くで ，

「そ の 他」 とい う項 目の 出現頻度が非常 に 高 く，

結果 に大 きな影響 を及ぼ す こ とが 考え られ たか ら

で あ る。

　主 成分分析の結果得 られ た主成分得点 を用 い て ，

1 市 10町 の た め 池 の 分 布特性に つ い て 明 らか にす

る とと もに
， その 他 の 項 目に つ い て も 1市 10 町 ご

とに，そ の 傾向を調 べ た。分析対象とな っ た の は ，

防災ため 池台帳全 デ ータ 2，543個の う ち，欠損値
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があるため池 を除 い た 結果 ，
2

，
429 個で あ っ た。

なお，統計解析 には
，SAS社の 統計解析 ソ フ トStat

Viewを用 い た 。

　2．3　ため池管理 につ い て の分析

　次に淡路島北部 と南部 を代表して ，津名郡北淡

町 と三原郡三原町 にお い て ，各町が 昭和 55年に作

成 し た た め 池台帳 と
， 先の 「防災ため池台帳」の

デ ータ を用 い て ，田主 とため池管理個数の 関係 と，

田主 の 構成戸数 に つ い て 分析 を行 っ た。昭 和 55

年 に各町で作成 され た ため池台帳 は
， 防災 ため池

台帳と比 べ て ，対象 となっ て い る ため池が多い う

えに ， 当時の全 て の 田主 が明 らか に され て お り，

それ ぞれ の 田主が どの ため池 を管理 して い た の か

を，読み とる こ とがで きる 。 しか し，こ の 台帳は

その 後ほ とん ど更新 されて い ない 。 また，田主 を

構成 して い る戸数 に つ い て の 情報が な い た め に ，

戸数 に つ い て は，防災ため 池台帳の デ
ータを用 い

た 。

HI 結果

　3．1　分布特性

　主成分分析の 結果 と して
， 第 1 主成分 と第 2 主

成分の 因子負荷量 を表 1に示 した。

　第 1 主成分の 因子負荷量は
， 総貯水量，満水面

積で 非常 に高 く，さらに堤頂長，灌漑受益地面積

で も高 い 正 の 値を示 して い る こ とか ら，ため池 の

規模 を表 して い る と考え られ た 。 また，第 2 主成

分 の 因子負荷量は，堤体斜面勾配 （上流），堤体斜

面勾配 （下流 ）で
， 高 い 正の 値 を示 し，ため池 の

規模 にかか わ る変数 とは明 らか な関係が見 られ な

か っ た 。 ため池 の 規模に閧 わ らず ， 堤体斜面勾配

が急 である と い うこ とは，第 2 主 成分 は地 形 的に

急峻な立地 に あるた め池を示 して い る と考 えられ

る 。 第 1主成分の寄与率は 31％ ，第 2 主成分の寄

与率は i4％
， 合計 45％ で あ り， 淡路島の ため池の

分布はそ の規模 と地形的要因に よ っ て特徴づ け ら

れ る と考え られ る 。

　 さらに，主成分分析 の結果算出される それぞ れ

の た め 池 の 主成分得点を用 い て，第 1主成分 と第

2 主成分の得点が高い 上位 100 個の ため池が，そ

れぞ れ の 市町 に どの ように分布 して い るか を図 2

に示 した 。

　　　　　　表 1　主成分分析 の 結果

変数 第 1主成分 第 2主成分

天端幅 （m ） 0，291 0．311

堤高 （m ＞ 0．580 0．105

堤頂長 （m ） 0．544 一〇．028

斜面勾配 （上流〉 0．289 0．704

斜面勾配 （下流） 0，3ユ6 0．711

総貯水量 （m3） 0．817 一〇．324

流域面積 （ 
2
） 0．272 0．003

満水面積 （km2） 0．829 ＿0．199

灌漑受益 地 （ha） 0．656 一〇．206

注）表中の 数値 は，それ ぞれ の 主成分 に対す る各変数

の 因子負荷量

　 個
35302520151050

淡路 町 　北 淡 町　東浦町　津名町　一
宮町　五 色 町　　緑 町　　西淡町　三原町　南 淡 町　洲 本市

　　　 　　 　　 　　 津名郡

澀 第 1主 成分 得点 ロ 第2主 成 分 得 点

図 2　eg　1 主 成分 とag　2 主成分の 得点が高 い 上位 100個の ため池 の分布

三 原郡
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　第 1主成分に つ い て見て み る と，規模の 大 きな

た め池は，三原町 に最 も多 く分布 して お り，全体

で みる と，南部の 三原郡に分布が多 く，た め池総

数が少 な い 淡路町 （14個）を除 い て ，北部 の 津名

郡に は分布が少ない こ とが わか っ た 。

　第 2 主成 分の 結果か らは，堤体斜面勾配が 急な

た め 池が ， 南部の 三原郡に分布が少な く， 北部の

津名郡には分布が多い こ とが わか っ た。

　また ， 13 種の カ テ ゴ リカ ル なデ
ー

タの 中か ら，

欠損値が少 な く，「そ の他」の 項 屋の 出現頻度が少

な い 堤体の 上流法面保護工 と下 流法面保護工 につ

い て ，1市 10町の 間で比較 を行 っ た Q

　下流保護法面工 につ い て は，各市町に 大 きな差

は な く，ほ とん どが土堤 で あっ た 。 しか し，上流

に 関 して は
， 南部の 三 原町 と南淡町 で は土堤が少

な く，張 りブ ロ ッ クエ が多か っ た （表 2）。

　3．2　管理 主体 の 特徴

　次 に，淡路 島の北部の津名郡北 淡町 と南部の 三

原郡三原町で ，田主 とため池管理個数の 関係と，

田主 の 構成戸 数に つ い て分析 を行 っ た 。 田主 とた

め池管理個数の 関係 に お い て は，昭和 55 年に作成

された 「ため池台帳」か ら，北淡町 637個，三原

町 143個を分析対象 とした 。 田主の構成戸数 に つ

い て は防災ため池台帳か ら，北 淡町 218個，三原

町 73 個を分析の 対象 と した 。 まず ， 台帳に記載 さ

表 2　1市 10町 にお ける堤体の 上流法面保護工 の

比較 （％〉

土 堤
張 り

そ の 他
ブ ロ ッ ク ニ〔

洲本市 71 18 11

津 名町 81 工4 5

淡路町 50 29 21

北淡町 52 31 17
一
宮町 82 15 3

五色 町 92 5 3

東浦町 83 12 5

緑町 77 10 13

西淡町 58 29 13

三原町 29 56 玉5

南淡町 34 37 29
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れ て い る総 田主数は，三原町 は 81 で，北淡町が

173，三原 町 で は 平均 1．77個，北淡町は
一

つ の 田

表 3 三原 町と北淡町に お ける総田主数 と田

主 の た め池管理個数 の 平均

三原町 北淡町

総田主数

平均ため池個数 （個／ 田主）

田主 の 構成戸数平均 （戸 ）

　 811

．7755

．5

1733

．6718

．1

注）田 主とため池管理個数の 関係 に おい て は
， 昭和 55

年に作成 さ れ た 「た め池台劇 か ら
， 北淡町 637個，

三原町 ユ43個を分析 の 対象 と した 。 田主 の 構成戸数 に

つ い て は 「防災 ため池台帳」か ら，北淡町 2ユ8個，三

原町 73個 を分析の 対象 と した。

％

706050403020100

　 　 1　 　 2　 　 3

　 ■ 三 原町 口北淡町

　　 　 　 　 　 個
4　 　 5　 6以 上

図 3　三原町 と北淡町に お ける 1 つ の 田主が

管理す るため池個数の 比較
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図 4　三原町 と北淡町にお ける ユつ の 田主を

構成 して い る戸数の 比較
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主が平均 3．67個 の た め池 を管理 してお り
’
（表 3），

その差 は統計的に有意で あ っ た （P 〈 0．01＞。

　北淡町で はため 池を 1個の み管理 して い る田主

が全体の 29％で ある の に対 して
，

三 原町で は 61％

を占め て い る 。 また
，

ため池 を 6 ヵ 所以 上管理 し

て い る 田主が 北淡町 で は全体の 20％で あるが ，三

原町で は わずか 1％で （図 3），田主が管理するため

池の 最大個数は
， 北淡町が 29 個，三原 町で 11個

で あっ た 。

　次 に 田主 の 構成戸数 に つ い て 見てみ る と，田主

の 構成戸 数の 平均 は，北淡町が 18．1戸，三原町で

は 55，5 戸 で あ り，その 差は統計的に有意で あ っ た

（P 〈 　0．Ol＞　（表 3）o

　北淡町 で は 田主の 構成戸数 20戸以下 が 75％を占

め て い る の に対 し，三原町で は 40％で あ っ た 。 ま

た，北淡町 で は 田主の 構成戸数が 100戸を越える

もの はわずか 1％で あるが，三原町で は 11％で あ っ

た （図 4）。

　以上 の 結果か ら ， 田主とため池管理個数の 関係

と
， 田主の構成戸数につ い て は ， 北淡 町で は 田主

の 構成戸 数が少な く， 田主が複数の ため池 を管理

して い る こ とが 多い こ と， また三原町で は田主 の

構成戸 数が多 く， 田主が 1 個の みた め池 を管理 し

て い る こ とが 多い こ とが明 らか に な っ た 。

IV　考察

4．1 ため池の分布特性 とそ の 管理

　本研究で ，淡路島で は南部 の 三原郡で規模の大

きなた め 池が多 く， 北部の 津名郡で は急峻 な立地

に，規摸 の そ れほ ど大き くな い た め 池が多 い とい

うため 池の 分布特性が わか っ た 。
こ れ らは

， 地勢

と大 きな関係が ある と言える 。 淡路 島の 地勢は，

北部 と南部で 大 きく異なる 。 北部の 津名郡は
，

六

甲山地 と同 じ地質の 花崗岩 か ら成る山地 で ，沖積

低地が きわめ て 少な く，耕地 や住居が主 として こ

の 低地 を占め ， 入口 と耕地の 大半は海抜 10（油以下

の狭い 地域に集中して い る
S）

。

　こ れ に対 して ，南部の 三原郡は，和泉砂岩等か

ら成る諭鶴羽山地 と，そ の 北側 に展開する西日本

に はめず ら しい 大複扇状地か ら成る
S）

。 平地部分

があ り， 大規模な ため池を整備す る こ とが で きた

南部 に比 べ て，北部 に は 平地部分が少 な く，大規

模 なため 池を整備す る こ とが 困難 であ っ たが ， 農

業用水 をで きるだけ多 く確保す るため に，急峻 な

立地に小規模の ため池 を複数維持 して きた と考 え

られ る 。

　管理 に つ い て も， 淡路島の 南部 と北 部で は，管

理主体で ある 田主が管理するため池数 ， 田主の 構

成戸数に異な る特徴を持 っ て い る こ とが 明らか に

な っ た 。

　こ れ まで に行 っ て きたた め池 の維持管理方法 に

つ い て の 簡単な聞 き取 り調査の 結果 に よ る と，三

原町で は ため池の 維持管理 方法 に田主 ご とに規則

が あ り，組織的で ある の に 対 し，北淡町 で は規則

はあ まりな く，三原町 の ように組織的で はな い と

こ ろが 多い こ とが わ か っ て きて い る （Cheng・浅

田
・一ノ瀬，未発表デ

ー
タ）。

　よ っ て，立地の違い に よ っ て た め池の 分布に明

らかな特徴が見 られ，それ に応 じた 管理方法が と

られて い る と考えられ る 。

　4．2 兵庫県に お けるため池保全 とその 問題点

　兵庫県農地整備課農地防災室に よ る と
， 兵庫県

で は昭和 46 年〜平成 12年の 29年間で 約 1 万 1

千個 の ため池が廃止 され て お り，その うち約 1万

個 は
， 灌漑受益 地面積 O．5ha未満の た め池で あ っ

た とい う。

　兵庫県の 「ため池 の 保全 に関す る」条例で は
，

対象を灌漑受益地面積 0．5ha以上 の ため池として

お り， 対象ため池を廃止す る場合に は届け出を必

要 と して い る 。 しか し条例外 の た め池 に関 して は

制約が 無く， 簡単に ため池を廃止 で きる こ とや ，

規模 の小 さなた め池 を数多く管理する こ とは，営

農負担 となる こ とが
， 灌漑受益地面積 0．5ha未満

の た め池が多 く廃止 されて い る原因の 1つ と して

考えられる 。 今回の 分析で は，「防災ため池台帳」

の 対象 とな らな い ため池は分析対象 と して い な い

が，淡路島で は北部の 津名郡を中心 と して
， 灌漑

受益地面積が O．5ha 未満 の 小規模 なため池が広 く

分布 して い る 。

　堤体の 法面保護工 に つ い て見 て み る と，津名郡

に は土堤が多い 傾向が見 られ，これ は調査 の対象

とな っ て い な い 小規模なた め 池で は，さら に そ の
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比率が高 い と考えられ る 。 土堤 は，た め池の 強度

や維持管理 の 点か らは問題が多 い が ，生態的視点

か ら見る と
， 適切 な管理 に よ っ て

， 多様 な生物 の

生 息場所 を提供する 。

　様 々 な タ イプ の ため池が ある こ とに よ っ て ， 生

物多様性保全機能を含むため池の付加的機能 も高

くな る と考 えられ る 。 灌漑用 として は もちろ ん，

今後，ため池の 保全 を考 える うえ で
， そ の 対象 を

灌漑受益地面積の み で 決定する の で は な く，い ろ

い ろな視点か ら保全 対象た め池 を決め る必要があ

る の で は な い か と考えられ る 。
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