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有明海北岸低地における水害防止に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最終報告）

Stud－ies　on　the　Prevention　of　F1ood　Damage　in　Low1and－Regions

　　　　　on　the　Nて）rthern　Coast　ofthe　Ariake　Sea（FinaI　Report）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstr∂ct

　　　　The　present　studies　are　aiming　at　obtaining　the　data　effective　in　prevention

and　attenuation　of　the　f1ood　damage　which　recent1y　has　become　remarkab1y

frequent　in　coasta11ow1and　regions　of　Japan，especia1！y　of　the　damage　from

in1and　f1ood・　For　the　se　purposes　a1ow！and　region，the　tota1area　be　ing　about

400kmZ，・・th・…th・m・…t・fth・A・i・k・S・・，N。・・h・mKy・・h・，wh・…h・

difference　between　the　tide　rises　and　fa！1s　is1arge，was　se1ected　as　the　model

area　of　the　study，and　it　was　tried　to　make　c1ear　the　re1ationship　between　the

natura1conditi㎝s　of　the　area　and　the　occurrence　of　in！and　f1ood　damage　and　to

examine　whatever　countermeasures　wou1d　be　necessary－The　study　was　con－

ducted　as　the　coordinative　study　by　coo一）erations　of　the　govemment　offices　and

other　organizations，　and　such　studies　have　been　continued　for　three　yers，　be－

ginning　from1964．An　interim　report　was　a1ready　pub！ished　two　years　ago，

and　the　pr　e　s　ent　pub1ic　ation　i　s　the　fina1re　por　t　of　the　s　tudie　s．

　　　　The　govemment　offices　and　other　organizations　concemed　are　as　foU（〕ws：

　　　　Geographica1Survey　Institute，Ministry　ofConstruction，1ocated　in　Tokyo，

・a・・i・d・・t・t・di・・㎝th・t・p・g・・phy・ndg・・und・fth・・…，…d・・t・dp…i・・

in▽estigations　into　the　e1evation　of　ground　surface　and　the　microgeographic

features，prepared　charts　of　f1ood　damage　c1assified　by　topography，and　made

considerations　on　the　re1ation　of　topography　to　f1ood　damage・　Geo1ogica1

S・…y・fJ・p…Mi・i・t・y・fI・t・m・ti㎝・1T・・d…d工・d・・t・y，1…t・di・T・ky。，

made　geo1ogica1studies　by　execuling　borings　of　deep1ayers（230m）and　medium

1・y…1・1・・id・t・dth・1・y・…　f・11・・i・m・・ddi1・・i・m，・・dm・d・i・q・i・yi・t・

the　causes　of　ground　sett1ement　etc．Meteoro1ogica1Research　Institute，Minis－

t「y・fT・…p・・t・ti・・，1…t・di・T・ky・，m・d・・・・・…h・・iηm・t・…1・gy，

especia11y　on　the　rainfa11characteristics，made　observati㎝s　and　statistica1

ana1yses　of　heavy　rainfa11s　in　the　above－m㎝tioned　area，and　considerati㎝was

m・d・㎝th…　1・ti・・b・tw・㎝・・i・f・11・h・…t・・i・ti・…df1・・dd・m・g・．Ky・・h・

Ag・i・・1t…1Admi・i・t・・ti・・B・・…，Mi・i…y・fAg・i・・1t・・…　d　F・…t・ゾ，
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1ocated　in　Kumamoto，conducted　investigati㎝s　into　the　actua1state　of　ground

sett1ement　and　into　the　countermeasures，and　c1arified　the　prob1ematic　poin仁s

from　the　viewpoint　of　countermeasures　to　be　taken．Saga　Branch，Agricu1tura1

Engineering　Research　Station，Ministry　of　Agricu1ture　and　Forestry，1ocated　in

Saga，e　s　tab1ished　its　te　s　t　region　in　a　c　rgek　zone，and　by　actua1sur　ve　ys　of　rain＿

water　eff1ux　and　f1ood　at　the　time　of　f1ood　damage　the　branch　made　c1ear　the

hydro1ogica1characteristics　of　the　creek　zone．　Nationa1Research　Center　for

Disaster　Prevention，Science　and　Techno1ogy　Agency，carried　out　severa1ex－

periments　by　using　mode1s，at　the　same　time　cooperating　with　Agricu1tura1

Engineering　Research　Station　in　the　actua1survey，and　made　c㎝siderati㎝on

the　countermeasures　for　inland　water　drainage．A　juridica1fomdation　named

llThe　Research　Institute　for　Natura1Resources“，Tokyo，examined，from　the

standpoint　of　geography，　the　change　and　the　present　status　of　the　nature　and

artific　ia1c　onditions　of　the　inve　s　ti　ga　te　d　are　a，　and　s　tudied　into　the　c　orre1ation　of

these　with　the　change　in　f1ood　damage　of　the　area．Further，Nationa1Research

Center　for　Disaster　Prevention　co11ected　the　reports　of　research　resu1ts　and

made　a　genera1survey　of　a11the　papers　fr◎m　the　coordinative　viewpoints．

　　　　Main　resu1ts　obtained　are　as　fo11ows：

　　　　1）　This　area　is　a　de1ta　zone　formed　by　f1oods　of　the　rivers　f1owing　out　of

the　mountain　regions　on　the　north，and　in　this　area　the1and　formation　by　the

nature　was　continued．and　moreover　the　artificia11and　rec1amati㎝by　drainage

was　added　from　severa1hundred　years　ago，and　ever　since　this　area　has　made

a　cons1stent　deve1opment　as　a　paddyfie1d　cu1tura1area．

　　　　Z）In　this　area　the　deve1opment　of　microgeographic　features　is　remarka－

b1e　and　there　are　distributed　a　great　number　of　creeks，which　have　the　functions

of　water　uti1ization　and　f1ood　contro1．

　　　　3）　As　for　the　geo1ogy　of　this　area，on　the　surface　there　exists　a　thick

1ayer　of　a1lwium　consisting　of　marine　b1ue　c1ay，and　undemeath　there1ies　a

deep　di1uvium　c㎝sisting　of　a1temating1ayers　of　si1t，sand　and　pebb1e，which

provides　us　with　the　sources　of　undergroundwater．

　　　　4）　This　area　is　frequent1y　subject　to　f1ood　damage　from　heavy　rainfa11s

caused　by1ines　of　discontimity，and　is　at　the　same　time　an　area　of　drought，

・・d・・withth・i・・・・・…f・g・i・・1t…11・・dth・・h・・t・g・・fw・t・・f…　g・i・・1一

ture　is　increased．

　　　　5）　The　ground　sett1ement　of　about1O　cm　a　year　is　caused　at　many　p1aces
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in　this　area　by　overmuch　pumping－up　of　underground　water，and　the　sett1em㎝t

has　become1argeHec㎝t1y．This　sett1ement　is　inf1uenced　not　on1y　by　the　con－

traction　in　a11uvia11ayers，but　a1so　in　addition　by　the　contraction　from　dehy－

drati㎝indi1uvia11ayers－The　sett1ement　makes　the　damage　from　in1and　f1cod

1arger・

　　6）　The　present　status　of　outf1ow　of　fa11en　rainwater　in　the　creek　zone　is

inve　s　tigate　d，　the　hydro1ogica1charac　te　ris　tic　s　of　wate　rways　are　c1ar　ified，　and

in　regard　to　the　drainage　of　in1and　water，　drainage　ca1cu1ation　was　dorie　by

givihg　probab1e　rainfa11，　At　the　basin　of　River　Kase　in　the　centra1part　of　the

1ow1and　area，the　drainage　of　in1and　water　is　at　present　performed　by　a　form　of

natura1drainage，but　in　future三t　wi1！be　necessary　to　use　joint1y　the　machine

drainage・

　　7）　It　is　a　s　cer　tained　that1n　the　creek　area　the　y　pra　c　tic　ed　water　s　torage　in

the　periods　of　water　shortage　and　f1ood　contro1at　the　time　of　heavy　rain，

Moreover，the　effectiveness　of　the　methods　of　flood　defence　bゾpartia1division

of　the　area　with　overf1ow　contro1banks　etc．was　recognized．

　　8）As　a　coハc1usi㎝，it　seems　that，regarding　the　f1ood　damage　counter－

measures　in　this　area，emphasis　shou1d　be1aid　on　the　prevention　of　ground

sett1em㎝t　by　assuring　sufficient　wateでfor　agricu1tura1use　and　on　assuring　the

faci1ities　for　in1and　water　storage　by　retention　of　creekε．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（By　T．Ariga）

概　　　　　　　要

　この研究は最近日本に拾いて目立って多くなった沿岸低地における水害，特に内水氾濫による被害の

防止軽滅を図るための有効な資料を得る目的で，干満差の大きい九州有明海北岸低地（面積約400

㎞2）をモデル地域として選定し，そこに拾ける自然条件と内水災害の発生との関連を明らかにし，ど

のような対策が必要であるかを検討しようとしたものである．研究は各省庁の協同による総合研究とし

て行なわれ，1964年より3か年にわたり研究がつづけられた．すでに中間報告は2年前に刊行され

たが，これはこの研究の最終報告である．

　関係機関として次のものがある．建設省国土地理院は地形，地盤に関する研究を行ない，精密な地盤

高調査や微地形調査を行ない，水害地形分類図を作成し，地形と水害との関連について考察した．通産

省地質調査所は地質に関する研究を行ない，深層（230m），中層等ボーリングを行在って沖積層，

洪積層の地層を解明し，地盤沈下の原因等について考察した．運輸省気象研究所は気象特に降雨特性に

関する研究を行ない，同地域の強雨の観測と統計解析を行ない，降雨特性と水害との関連について考察

した・農林省九州農政局は地盤沈下の実情と対策についての調査を行ない，対策上の問題点を明らかに

した・農林省農業土木試験場佐賀支場はクリーク地帯に試験地区を設け，水害時の雨水流出，氾濫につ

いて実測を行ない，クリーク地域の水理特性を明らかにした．科学技術庁国立防災科学技術セ1ターは

農業土木試験場の実測に協力すると共に，若干の模型実験を行ない，内水排除対策について考察した．
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財団法人資源科学研究所は地理学の立場から同地域の古くからの自然，人為条件の変遷と現況を調べ，

これと同地域の水害の変遷との相関について研究した．なお防災センターは研究全体のとりまとめと研

究の総合考察を行なった．

　得られた成果の主在ものは次のと拾りである．・

　1）この地域は北に控える山地から流れ出た河川の洪水により作られたデノレタ地帯で，自然陸化がけ

いぞくし，これに加えて人工による干拓が数世紀前から加わり，一貫して水田耕作地域として発展して
来た．

　2）徴地形の発達が薯しく低地には数多くのクリークが分布し，利水治水の機能をもつ．

　3）地質は表面に海成青色粘±たる沖積層が厚く存在し，シルト・砂礫の互層より在る深い洪積層が

あって，地下水水源をなしている．

　4）この地域は不連続線豪雨による水害が多く，重た同時にかんぱつ地域でもあって，農地の増大に

ともなし（，農業用水の不足をきたしている．

　5）地域内の多くの地区で地下水過剰揚水による地盤沈下（年10cm位）を起して拾り，最近ひどく

なっている．沈下は沖積層だけの収縮でなく洪積層の脱水収縮の影響が加わっている．沈下は内水害の

被害を激化させる．

　6）クリーク地帯における降雨流出の実態を調べ，また，水路の水理特性を明らかにし，内水排除に

ついて確率降雨を与えて排水計算を行なった．低地の中央の嘉瀬川流域では，現在自然排水方式で内水

排除をしているが，将来機械排水を併用する必要も出てくる．

　7）クリークは渇水時は用水貯留，強雨時は洪水調節を行なっていることが確められた．また，水受

堤などによる地域の分割防禦の方式の有効さを認めた．

　8）結論としてこの地域の水害対策の重点は，農業用水の十分な確保による地盤沈下の防止とクリー

クの存置による内水貯留施設の確保であると思われる．（有賀世治記）
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