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地 質 的 に 見 た 東 京 の 地 盤

小 　　野　　寺 透
be

序

　東京 の 1日市内 を中心 とす る地 区の 地質に つ い て の 知識

は，近年格段 の 進歩をした 。 そ れ は 土木 ・
建築事業の 基

礎調 査 の 閊題 が 急 速 に 増加 し た こ と と ， そ れ を土 質力学

的 に 解決す る た めの 裏づ け と して の 地質的研究が 真摯 に

行われ て 来 た か らで あ る。此 処 に そ れ らの 研究結果 の 一

部 を，地形 と 地 史 の 記載 は 資源科学研究所 に 従 い ， 沖積

層 に つ い て は 深田地質研究所 の 結果ICよ っ て ，述 べ る こ

と に す る 。 此 の 地区 に つ い て は 露頭 に よ る一
般 の 地質調

査 とは 異 な り多数の ボーリン グ 資料 の 検証を必要 とす る

もの で 資料の 増加 に よ り 逐 次 修 正 きれ な けれ ば な らな

い o1

． 地 形

　東京 の 地形 は ，い わ ゆ る 仙 手
”

と
「’

下 町
”

に 福当す

る西部の 台地 と東部 の 低地 に 区分 され る 。

　台地 は 狭 山丘陵 に 引続 き従来地形 ・地質学的に 武蔵野

段 丘 と呼ばれ て 来 た 武蔵野台地 の 1部 で ， 赤土 に 覆わ れ

た標高 20〜 40m （略〔口市内で ）の もの で あ る。

　低地 は，倉地を 浸触 し た谷 に 堆 積 し た 冲積層 か ら な

り，荒川 ， 汀戸 JIRtそ っ て 広 く分布す る外，上記の台地

の 中に 樹枝状に は い りこ んで い る，赤
一f：を欠 く。荒 川 ぞ

い で は標高 O ・Vsm で ，倉 地 と の境 は 15m 前後 の 崖 に な

っ て い る 。 台地 の 中に は い りこん だ部分 で は，谷が浅 く

な っ て ，此 の 境 の高 さの 差 は ，ぐ く僅 か な所 で あ る 。

　台地 と低 匙 の 中聞 に は，多摩川 に 沿 っ て，立 川，青柳

の 両段丘が あ っ て ， 前者 は 赤土 の 上半部 に よ っ て 覆わ

れ ，登 戸 附近 か ら下流で は 存在が 不 明 とな る。 下町の 低

地 で も冲積層 の 下 に埋 れ た 平坦 面 が あ る が，之が両段近

とどんな関係 に な る の か は 明 らか で な い 。

　武蔵野台地 として 1 っ の エ レ メ ン トに 考え られ て い た

東京の 台地 は，近年の 研究 で 淀橋面，豊 島面，本郷 面 の

3 エ レ メ ン トに分 け られ て い る 。

　地質 の 項 で 述べ る東京累層の 堆積 に よ っ て 生 じた 海岸

平野が隆起 し，浸蝕 され，河 原 に 砂礫 や 粘 士 が 堆積 した

が ，そ の 後 に も再び地盤 の 隆 起が 起 っ て ，2 段 の 段 丘が

形成 され た 。 こ れ らの 段丘が豊島面 と本郷面 で あ っ て，

浸 蝕 か ら と り残 され た 東京累層 か ら成 る梢 々 高い 台地 が

淀橋面 で あ る 。

＊

　理 学博士 　建 設 省十木碕 究所　地質化学部 長

　図一1 に は 豊 島面 と本郷面と を一
括 し て 淀橋面 と区分

し t：が，前二 者 の 中本郷面 は赤羽 ・王子 ・駒込
・
本郷 ・

上野の 台地 で 代表 き れ る他，神田 川 の 両岸に も分布 す

る。

2 ． 地 質

　東京都 の 東部地 方を 構 成 す る 地質 とそ の 年代及び，模

式的な地 質断面図を
一一

覧表 に し て 図
一2 に 示 しtこ 。 図

一1　．

は 表 に お け る地質分布 を 示す もの で あ る 。 此 の 地質分布

は，地質 の 生 成史 を た ど る こ と に よ っ て 理解され る。

　 （1）　地 　　　史

　 第 三 紀 層 の 生 成

　鮮新世の末期 （約 100万年前） の 関東地方 に は 図一2 の

変遷 の 欄 の 1か ら 2 に 移 っ て ゆ く よ うな 海岸線が あ っ

て ，海は 東南に向っ て 次第 に 深 くな っ て ゆ き，東京附近

で ぱ 相当の 深度 に 達 して い ナこ。 此 の 海 の 沖合で は火 山灰

質 の 泥が主 に た ま り， 時 々 砂や 火 山灰が f二ま る こ と もあ

っ た 程度で あ る （つ ま り主とし て 細粒 の 堆積物で あ る）

が海岸 に 近 づ く と 砂礫 が 多 く， た ま る よ うに な っ て い

た 。 こ うして 堆 積 し た の が 三 浦 層群の 上 部 の 地 層で あ

る 。

　次 に 更新 匱の 初期 （約 60万年 前） IU．t，海岸は 3 の よ

う に，朿京 の 現在 の 海岸附近ま で 東 に よ っ て 来 た うえ，

三 浦 半 島 と房総半島の 南部 は 墜続 きの 半島に な り， そ の

地方に 堆積して い た三 浦層群 は 地上 に 表われ て し ま っ

た。そ の 閻 の 地 方 は 開い た 湾 の 様 な形 の 窪 み と な り，そ

こ に は 三 浦層群 の 上 に，砂 礫 を 主体 とす る 成田 層群の 下

部が生成 き れ は じ め t二。

　 古 東 京 湾 の 生 成

　更新世 の 前期 （約40万年前） に な る と （図
一2の4），東

南 側 の 房 総 半島 の大部分 が 隆 起 して 大 きな半島 に な り，

そ の 間に 浅 い 古東京湾 が 残 され て ， 成田層群下部の 砂 礫

の 堆積 が 続 い て い た。

　更新世 の 中期 （約2，万年前） に な っ て も （図
一2の 5），

此 の 形 に 大 きな変化 は 起 らなか っ t二が ， 全体 に 海が浅 く

な っ て きた （つ ま り堆積物 は 粗粒 に な っ て きtこ）n 此 処 に

堆積 した 地層 が 成 田 層群の中部 の 東京 累 層 の で あ る 。 湾

の奥に あ た る東京 の 西部 か ら ， 川崎 ・鶴見方面 に か け て

は 水 の 動 きが 鈍い の で泥 が た ま っ て い た が，そ れか ら東

北 の 沖 に 向 うと沿岸流 に 流 され て 砂 や 礫が主 に 堆積す る
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地 贊 断 面 図 の 位 置

図一1　東京地域地質分布図

よ うに な っ て い た。，泥 の た ま る地域 と砂 の た ま る地 域と

の 境 は ， 場所的に も時間的 に も水 の移動 に つ れ て変化す

る の で ，こ れ らが 堆積 して 出来上 っ た 地層 は ， 水平 に も

垂直 に も非常 に不規則な 変 り方を示して い る 。 こ の様に

出来 た 砂礫 が ち の 地層が弥富 砂 層 ，泥 が ちの 地 層 が 下 末

吉 泥層 と云 われ て い る もので あ る。

　古 東 京 湾 の 消滅 と段 丘 の 発 達

　更新世 の 後期 （約 10万年前）に な る と，利根哨や 多摩

川の 前身が 運んで 、来 た 砂 や 泥で 埋 め られ て ， 古東京湾

は ， どん どん 小さ くな っ て 行 っ た （図
一2の 6）。 こ の 小 さ

く浅 い 湾の 西 岸に あ た る 東京地方で ，河道 か ら外 れ た部

分 に は ， 淡水性 の 浅い 入 江 や 湿地が出来 た 。 此 の 頃富 士

山の 前身 の 古富士 山の 爆 発 が 起 っ て ， 多量の 火 山灰が泥

や 植物の 破片 と混 っ て， こ れ らの 淡水域に た ま り，細粒

の もの は 粘土化して 加 水 ハ ロ ィ サ イ トに 変 り，渋 谷 粘 土

層 が出来上 っ た 。

　 こ こ で 地盤 が 隆起 し た （東 京附近 で 5 ・vlOm ） た め，

古 東京湾 は 殆 ど消滅 し，多摩川系 の 河 川 は 東北と東南の

新 しい 海岸線 に 向 っ て 分れ て 発達 し，浸蝕力を 恢復 し

て ，陸上 に あ が っ た 東 京累層 の 中に 谷 を 刻み 込 み 始 め

た 。 之 と共 に 河川の 運搬 力 も増加して ， 洪水時 に は かな

り大 きな礫 を運 ぶ ように なっ た か ， 平水時の 河原や附近
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一2　東京地域地 質状態

一
覧図

の 湿 地 に は 古 洛士 山の 活動 に よ る火山灰が泥 と 混 っ て t：

ま 「
），加水 ハ ロ イ サ イ ト化して い っ た。

　 此 の 頃 ， 再び地盤が隆起 し た （東京附近 で 5m 前後）

の で，前 の 河 原 に 堆 積 して い た 砂礫 は武 蔵 野 砂 礫層 とな

り， その 上 位に 少 し堆積 して い た 加水 ハ ロ イ サ イ ト質粘

．
−1．層 は池 袋 粘 土 層 に な り両層 で 地 形 の 項 に 述 べ た 豊 島面

を形 成 し た 。 此 の 隆起 は，束京 附近を通 る南北方向 を軸

と し て，た わ む 様 に 起 っ た の で ，多 摩川 系 の 河川 は，現

在 の 多摩川 の 方向 に 進む主流 の 外 に ， 東南 に 流れ る荒川

に 向 っ て東北 に 向 う支流を出 して い た 。 此等 の 河川 に 沿

っ て ，前 と 同 じ よ うな こ とが 行 わ れ た 後 に ，再び 地 盤 の

．隆起が起 り （15m 前後），旧 の 河 谷 の堆積物が山 手 砂礫 層

と 板 橋 粘 土 層 と し て 残 され 地 形 の 項で 述べ た本 郷 面が 形

成され る
一

方 ， 現在 の 多摩川 や 荒川ぞ い に 谷が 刻 み こ ま

れ るよ うに な っ た。

　 こ れは 約 1万年前 の こ とで あろ うが ， や が て 富 士 火山

の 初期の 活動 に よ る微細な浮石質 の 火山灰が降 りは じめ

て ，階段 状 に 刻 み こ ま れ た 台地一帯 を 被 う様 に 関東 赤土

層 が 出来 て い っ た 。 そ の 間に 東京 附 近 で 50m 以 上 に 及 ぶ

大隆起 が 起 っ て，成 田 層群の 上部に 隅 す る上述 の
’
渚地層

の 中 に 深 い 谷 が 刻 み こ まれ て 立 川 累層 の 生
’
或 を 終 っ た

゜

　 こ れ らの 谷 の 中で ，砂 町か ら亀 戸 を 経 て 中川沿 い に 北

上 し て か ら小菅附近 で 西 と東 北 に 分岐す る荒川 ・利根川

系 の もσ）が最 も大 き く，こ れ に 多 数の 支谷 が 樹枝状 に つ

い て い る。西側で は 寺島か ら金 杉 に 向 う支谷 と，越中島

か ら不忍池 に 通ず る もの との 間に ， 更 に 2 つ の 谷 が 見 ら

れ，又東側 に は 亀戸 か ら奥戸 の が に 出 る ら しい も．の が あ

る等 で あ る 。

　 此 の 利恨川系の 大き な谷 の 西方 に は，芝 浦 か らメLの 内

を 経て神田 川 の 谷 に 連 な る余 り大 きくな い 谷が あ り， 更

に 南 tJ
』
に は 多 摩川系 の か な り大 き な谷が出来 て い た 。

　 東 京 湾 の 生 成

　更新 過が 終 っ て ，現世に な る と （約3000年前）途端 に

東京附近 を 中心 に し て ，
50m に 余 る 求 心 状 の 沈 降が 起

り，東京湾 の 湾 口 部 で は 断層 も伴 わ れ，先 に 述 べ た 谷 に

沿 っ て 海水が進入 して 来て ，現在の 東京湾 の 2 倍程 の 奥

行 を持 っ た溺 れ 谷 状の 海 が 出来 上 っ た （図
一2の 8）。こ の

湾底 に は ， 周囲 の 河川 か ら運び込 まれ る土砂が急速 に 堆

積 しは じ め，下 町 累 層 の 生成が 始 ま っ た が，こ れ は特 に

荒川
・
利根川系 の 谷で 急 速 に 進 ん で い っ た。幅 も深 さ

も，か な りあ っ た 此 の 系統 の 溺 れ 谷 の 部分で は，始 め は

一様 に 泥 が 堆積 し，湾湾部 や 陸岸 に 近 い 部分 以 外 に は 頁

な どの 生物 も少 く，有機物 もほ と ん ど含 まれ て い なか っ

た か ，埋 積 が 進 む に つ れ て ，貝 な どが
一

面 に 繁殖す る よ

うに な っ た 。 此 の様 に して で きた の が 墨 田 泥 層 で あ る

が ，や が て 水深 が 10m 前後 に な る と粗粒 の 物質 も運 び こ

まれ る よ うに な り，墨 田砂 礫層 が 堆 積 し た 。 しか し，そ

の 分布 は 水流 に 支配 き れ る ので一一一様 で は な く，全体 とし

て 礫 は 上 流側 な い し 陸岸 に 近い 部 分 に 多 く，礫層 の厚き

も厚 く な る傾向 を 示 して い る。

　荒 川 ・利根川系の 溺れ谷 に 対 し て，神 田川 の 延長 に あ

た る 丸 の 内の 溺 れ 谷 で は ，深 さ も そ れ 程 で は な か っ た の
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で ，終始貝 な どの 生物遺骸や有機物 に 富む砂泥が堆積し

た 。 之が有楽 町 層 で あ る 、 これ と利根川系の谷 の間や ，

浅草 ・下谷付近，本田 ・金町方面 な ど に は 海面すれすれ

の 浅い 水 域 が 広 が っ て い ナこが ，や が て 総 て が 埋 め 尽 され

て現在 の 状態 に な っ た の で あ る 。

　以上 の よ うな 地史 の 結果 とし て 現在の 東京 を 中心 と寸

る地 区 の 地質が で き上 っ だ の で あ る 。

　 （2） 地 　　　質

　 地 史で 述 べ た と こ ろ か ら明 らか な よ うに ，東京 の 山手

で は ， 史新世 の 成田層群 の 上部 の 立川累層 と中部 の 東京

累層 の 最上 部が 分布 し，下町で は こ れ らが 欠除 して い

て ， 東京累層 の 中に 刻み こ ま れた 谷 を 埋 め て，現 世 の 下

町累層が 東京累層 の 下部 の 上 に 直接か さ な っ て い る 。

　 次 に こ れ らの 地層 の 性質 に つ い て 下位 か ら順 に 説 明 す

る 。

　 三 浦 層 群 の 上 部

　 多摩川沿岸 の 等 々 力付近 で は地上 に 露出 して い るが，

こ こ か ら東南 に 向 っ て 急 に 深 くな り，江東地区で は 地下

180〜200m 以下
’
の 深 部 に しか 見 られ な い 。 此 の 層 の 厚さ

は 1300m以 上 に 達す る 。 よ く固結 した凝灰質 シ ル ト岩を

主 休 と し，こ れ に 固 結度 の 低 い 砂岩 な い し砂 や 火山灰 の

層 が 断続 して は さ ま れ て い る。江 東地区で は，地下400m

以 下 の 深部 に 砂の 発達 が 顕著 な 部分が 2 層あ っ て，そ れ

ぞ れ 天 然 ガ ス を含 む地 下水層 に な っ て い る 。又 地 下 250

rv300m の あ た りに も砂礫層がよ く発達 し て い る 。

　 成 用 層 群 の 下 部

　 三 浦層群 との 正 確 な境界は まだ明らか で は ない が，地

下 200m 前後 か ら40・v60m に か ：ナて 砂礫層が続 き， 泥 層

が 不 規則な形 で は さまれ て い る よ うで あ る 。 砂礫層 の 中

で の 砂と礫 と の 分布 の様柑 も複雑で，広範圏に わた っ て

連続 す る礫 層 は 存 在 し な い よ うで あ る が，た だ隅田 川 よ

りの 涯東地区 の 西部地区の 地下 30N50m の 間に は か な り

顕著 な 礫層 が 広 が っ て い 戳，

　 東 京 累 層

　 東京東部 の 成田層群 の 中，荒川放水路ぞ い で 地下 60m

前後，隅 田川よ りで 40m か ら上位に は泥岩の 発達 の 顕著

な部分が あ り，東京累層 と呼ば れ て い る 。

　 東京累層 の 中で の 泥層 と砂礫層 の 関係 は 複雑 で ，水平

方向に 急激 に変 りあ うこ とが 多い が，中 に は か な り長 く

連 続す る泥層 も認め られ る 。 こ れ は，こ の 層が
．
占東京湾

の 湾奥部に 堆積した 下 末 吉 泥 層 （横浜 に あ る ） と湾 口 に

近 い 部分に堆積 した 弥冨 砂 層 （房総半島 に あ る） との 交

錯部 だ か らで あ る 。

　 東 京 累層 は 下 町 で は待乳 山 の ように，ご く局部 的に 地

表 に 露出 して い るが ，山手の 含 地 で は ，台 地 の 末端 の 崖

の 基部 にか な り良 く露出して い て，田端貝層 な どの 名称

が 与 え られ て い る 。

　東京累層の 中の 泥岩 （あ るい は 泥層）は 火山灰質で ，
一

般 に は 細砂 を斑点状に 含 むシ ル トで あ るが ， 時 に は非

常 に 固い 細 い 中粒 シ ル ト岩 （土丹） や 凝灰質粗粒 シ ル ト

岩 （砂盤 ） に な っ て い る こ と もあ る。又時 に は か な り軟

弱な 泥 も見 られ るが ， こ う した 層が 2m 以上 の 厚 きに な

る こ とは 殆 ど 無い 。

　山手台地 の うち標高40〜25m の 比較的高い 部分 （淀橋

面 ） で は東京累層 の 上部 に 白色〜暗灰色 の 粘土層が あっ

て 渋 谷粘 土 層 と呼ば れ て い る。厚さは 5m 内外で ，所 に

よ っ て は 欠除 し て い る 。 渋 谷粘土 層 は 加水ハ ロ イ サ イ ト

系で あ る 点，下位 の 東京累層中の粘土 の モ ン モ リ ロ ナ イ

ト系 の もの を含 む こ と と区別 さ れ る。東京 累 轡 の 砂 も
一

般 に は か な 1）よ く しま っ て い るが ， 時に は か な り脆弱な

こ ともあ る 。

　 立 川 累 層

　 淀橋面 よ り
一

段低 い 台 地 （豊島面 ・本郷面）に お い て

渋 谷 粘 土 層 を欠 く東 京 累 層 の 上 に 不 整 合 に 重 な る砂礫層

及 び粘」：層 が 立川 累層 と 呼ばれ る もの で あ る 。

　地史の 項で 述べ t：様 に ， 渋 谷 粘 土 層 の 堆積後，　 5・V

10m の 隆起が お こ っ て ， 古 東京湾 は ほ とん ど無 くな り，

多摩川系 の 河 川 は 東南 と東 北 に 向 っ て分流 し な が ら， 古

東京湾 の 海岸平野 に 谷を刻 み こ み 砂礫を 堆積 した。渋谷

粘土層の 堆積当時か ら引続 い て 降 っ て い た古富士火山の

火山灰 は ， 流水で 運 び 去 ら れ な が らも低 地 に 堆 積 し て，

渋 谷粘 土 層同様 に 加水 ハ ロ イ サ イ ト質 の 粘土層1・t な っ た

が ， こ の 様 な こ とが 中 間 に 5m 前後の 隆起 の．寺期を は さ

ん で 再 び行われ た の で ， 類 似 の 2 つ の 堆 積層 が 出来上 っ

t：，こ れ が
”

武 蔵 野礫 層 と池 袋粘 土 層
「t
（豊島 面 ），

”
山 手

礫 層 と板 橋 粘 土 層
”
（本郷面） の 2 つ で あ ろ 。 し たが っ て

前者 の 分布す る台地 は 後者の もの よ りも 5m 程高 くな っ

て い る、， 砂 礫層の 厚 さ も武 蔵 野 礫層 が 5　・vlOm で あ る の

に 対 して，山 手 礫層 は 5m 以 内で あ る 。又板橋粘土層を

板橋 ベ ン トナ イ ト層 と呼 ぶ 向 きもあ る が，此 の 粘 土 が 加

水ハ ロ イ サ イ トで あ る こ とか ら ， これ は適当で な い 。

　 関 東 赤 土 層

　 東京 の 岩手で は 立川累層 の 砂 礫層や 粘 土 層 の 堆積物 の

上 に ， 古富士 火山 の 噴出 物 の 橄欖石，輝石 に 富む火山灰

や 浮石 が 積 し t：。 赤 土層 は 厚さ 5　・VIOm で 下部 に 10 〜 20

cm の 東京浮石層 を は さ ん で い る。 赤土層中の 粘上分 は

ア ロ フ ェ ン で あり， 浮石層 中 に は 橄欖 石 は 極 め て 少 な

し 

　下 町 累 層

　東京累層 ， 立川累嚼か らな る 含地 に 刻 み こ まれ た 谷 に

堆積 した，最大厚 さ50m に 達 す る，主 に シ ル トか らな る

地層 が 下町累層 と呼ばれ る もの で ， 東 部 地区で は 蠱 田 泥

胤 台地豹 で は 有 楽 町 泥 層 と呼ばれ・蠱 田泥駒 上 部

に あ る粗堆積物 を墨 田堆積 層 とい う。
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　下町累層は，下町だ けで な く，台地 に刻まれ t：谷 に そ

っ て 細長 く入 りこ ん で い る。そ の よ うな所で は崩塊土層

が 複雑に堆積 し た り， 基底 に うすい 礫層 が あ っ て ，之 が

東京累層 の 礫層 に 直接重 な っ て い る例が知 られ て い る 。

　下 町 累 層 の 下 部 は 灰 rV 青灰 fV 緑灰色 で，小形 の 貝化石

を含 み ， 稀 に は 局部 的 に 泥質 の 砂層 に な っ て い る こ と も

あ る。江 東 地区 の 北 部，千住か ら西，北 の 地方 で は 下部

に も貝化石 を 多量 に 含む こ とが あ る 。 上 部 に は，何処

も多量 の 貝化石 が含ま れ て お り，最上部 の 厚 さ 10m 内外

の 部分は 有機 質 に 富むた め，暗 灰〜 黒灰色 を 呈す る こ と

が 多い 。

　 こ の最上 部屑 は砂 礫層 に 変 っ て い る こ と も多 く （墨 田

砂 礫 層 ），そ の 厚さ は 2 〜 3 で ， 地 下 5rn 前後 に 分布す る

．の が普通で あ るが，時 に は 10m に 達 す る こ と もあ 1），ま た

中間 に 泥 属 を は さ ん で 2 層 に 分れ る こ と もあ る 。 墨 田砂

礫層 の 厚 さの 大 きい 部分 は，昔 の荒11レ 利楓 1係 の 諸河

川 が 河 口か ら海 へ 流入 す る 水の 通路が，河 口 の 堆積の 進

行 に つ れ て 前進 し た 経路 に そ っ て ，線状 に 配列 し て い

る 。 そ の 下流部で は砂 が 主休で あ るが，上流部 で は礫 も

か な り多 くな る 。

　下 町累層 の上部 の 地層，殊 に 泥層は 非常 に 軟弱で ， し

．ばしば流動性 に 富 む，い わ ゆ るヘ ド ロ に な っ て い る。地

下 20m 前後 よ t
） も下部の 泥 は， こ れ よ りも し ま っ て く

る 。 又 こ れ らの 地 層の 直下に ， 東京 累層 の 泥層 が あ る時

に は，両者 が 混 同 され て い る こ と も少 くな い 。 まtt土質の

点 か らも例えば見掛 け 比重 か ら見て も図一3 （深田 地質研

究 所 に よ る ）の 様 に は っ きり区別出来 る もの も出来 な い

もの もあ る 。 下町累層を構成す る砂泥の 大部分は ， 東京

累層か ら浸蝕運搬され て再堆積 し た もの で あ るか ら， 両

凡

［］ ve エ ！

〔 コ ・ − 1：
匝 　 f・y　 酒

匪コ　 a 　 ，

例

匚 粘

輾

蠶ζ僅
／ 職 唾睡 隙 果

／ 鏘 ・ 餌

層 の境界 の 決定 に 困 難 な 場 合が少 くない 。

一
般 に は 東京

累層 よ り固結度が 低い こ と に よ っ て，下町累層を区別で

き るが，東京累層中 に も稀 に は 下 町 累層と大差 な い 軟弱

な 地 層 も見られ るの で ，そ の 決定 は 単な る ボーリン グの

柱状図か らは 不可能 で ，含有化石 そ の 他に よ る地 質学的

な 綜合判定 を必 要 とす る 。 こ の 様 に し て 判定 した 下町累

層 と東京累層 の 境界 を 図一1に 等深線で 示 した 。 図一4は 主

な 地 質 断 面 を 示 す 。 両累層 の 境 界面 は 地史の 項 で 述べ た

荒川
・
利根川系諸河 川 の 樹枝状 旧河 谷 を示す もの に 外 な

らな い 。 此 の 河谷 の 側壁 は 所に よ っ て は 非常に 急 峻 で あ

っ た。図か ら見られ る下町累層 の 厚い 地帯 と，地 盤 沈下

の 激し い 区域 とは よく一致 し て い るが，下町累層 お よ び

そ の 下 部 の 東京，累層 共 決 し て
一様 で な い こ と もを 忘 れ

て は ならない 。

　（3）　江東地 区 の 帯水 層

　東京 の 江東地区で 利 用 さ れ て い る地 下水の帯水層 は 前

項で 述べ た砂 礫層 に 外な らな い 。 次 に 此の 地区に あ る帯

水層 の 性質 を 下 方 に あ る もの か ら順 次 に 述 べ る。

　地下400・v1
，
000m の 三 浦層群 の 中 に 厚い 帯水層が 2 層

あ っ て ，天 然 ガ ス を含 ん で い る 。 こ の 帯水層を構成す る

三 浦層群上部 の 砂礫 は ，厚 さに も岩質に も変化が多い う

え 厂 般に は 細粒砂層なの で，あ ま り大きな採水量は 期待

で きず，6〜8 吋管 に よ る ガ ス リ フ トで 1 本当り300ma ！日

以下が揚水され て い るが こ の帯水層 の 水に は塩分そ の 他

の 溶 解物が多 く含 まれ ， ユニ業用水と して は 適当な もの で

は な い 。

　地下 250・V300m の 三 浦層 群 の 上部 に も砂礫層 の 発達 し

た 部分 が あ るが ， 江 東地区内に は 此 の 層か ら揚水して い

る井戸が少な く，帯水層 として の 性質は 明らかで ない 。

江東 地 区周縁の各地 に は ，こ の 帯水層か ら揚水して い る

井戸 が若干あ るよ うで ， い つれ も天然 ガ ス を 含妻ず， 水

質 も下位 の もの よりは 単 純 の よ うで あ る が，な お一般 に

塩分 に 富んで い る 。 大部分 の 井戸 が小規模 で あ るが 葛飾

区亀 有 に こ の 深 度 か ら比 較的良質 の 水が 6　・V12 吋の 井戸

で 合計12
，
000mS1 日も揚水 さ れ ， これ と同様 な比較的良

質の 井戸が ，江戸川区東小松川 や 荒川区南千住 に も見 ら
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れ る 。

　地下 200m か ら50・V40m まで
」
の 間に は 成 田層群下部 の

厚い 砂礫層 が 発達 して い て ，全般的 に帯水 し て い る σ 本層

の 最上 部 に 近 く， 厚 さ 5 〜 20m の 青緑色 の 粗砂 お よ び砂

礫層が あ り，こ の上面 は 地表下30・V40m 内外 の 深度 で 大

体平 坦 な 面 を形 成 し て い る 。 此 の 層は 本釶域 の 重要な帯

水層 で，江 東地区の 深井戸 の大部分は こ の 層 に 第 1 段の

ス トレーナーを設けて い る 。

　又成田層群下部 の 砂層 お よび 砂 礫層 は ， 地表下60 〜

80cm 付近 と 100m 前後に も存在 し，それ ぞれ 第 2 帯水

層，第 3 帯水層 とな っ て い る 。 江 東 地 区 と そ の 周縁地区

で 500m31日以上 の揚水能力を持 つ 深井戸 は大部分 ， 上述

の第 1
， 第 2，第 3 帯水層 の 水 を 揚水 し て い る。こ れ ら

の 帯水層 の水平 ・垂直 の 拡 が りは，そ れ ぞれ の 成因 に 基

づ き （地 史の 項参照），極めて 多様 で あ る こ とは地 質断面

図に示きれ る通 りで あ る D

　上 述 の 帯水層は 東 京累層の 下末吉泥層 な い し下町累層

の 墨 田泥層 の不透水層で 上 を 覆 わ れ て い る た め，被圧地

下 水層 と なっ て い る 。 個 々 の 井戸 の揚水能力 は 区 々 で あ

る が 1本 の井戸 で 2
，
000me ！日 を こ え る もの は ご く僅 か で

あ る 。 井戸 の 密度，そ れぞれ の揚水量 に 応 じ て，地区 内

の 地点共 ， か な りの 水位降下 をお こ して い る。 （各地点 に

お け る地下水位 は ， そ れ ぞ れ の 井戸 の 使用 目的 に 従 っ て

時 々 刻 々 複雑な変化を し て い る）

　東京累層が比較的 地下浅 い と こ ろ ま で 発達 し て い る地

域 で は ， 弥冨砂層 の 中か ら揚水して い る こ ともあ るが，

こ の 層だけか ら 500m3 ！日 以上 の 揚水 を 行 っ て い る 井戸

は ほ とん どな く， こ の量以 上 の 揚水能力 を持つ もの は 下

位 の 帯水 N と あ わ せ て 揚水し て い る もの で あ る。

　下 町累層の 中で は最上部 の 墨 田砂礫層が帯水層 に な っ

て い るだ け で，そ の 厚 さが大 きくない の で，井戸 の 数 こ

そ少 くな い が，全体の 揚水量 は ご く限 られ た もの で しか

な く， 地 表か らの 汚染 も受 け易い 。 ただ河川 の 近 くで ，

こ の 砂層 の厚さが大 き くて，地表 まで 続い て い る ような

所 で は，河 川 か らの 滲 透 水 を 多量 に とれ る こ と も あ ろ

う。

　 （4） 地 下 水 の 供給 源

　各地層別 の 地下水 の 供給源 は ，そ の 地質 の 生い た ちに

示 され て い る 。

　す な わ ち，三 浦 層 群の堆 積 し た 時の 拡が りは，東南万

向 に 広 く分布 して い るが ， そ の 後幾多の 地殻変動 に よ っ

て，江東地区で は 地下 250m 以下 に あ る層の 連続部が 東

京近郊 に お い て は 地表 に 露 出 し て い る程，皺 曲，断層を

うけ て い る 。 し た が っ て，此 の 層斟の 中に 部分的に含ま

れ て い る 帯水砂礫層 の 拡 が りは 全 く不 明 で あ るか ら，そ

の補 給源 も明 らか で な い 。 お そ らく地質的弱線 に そ っ て

補給 され る もの で あろ う。

　成 田層 群下 部か ら東京累層 迄 が堆積 した 地質時代に は

広 くて浅 い 古東京湾 は，東北 に 向っ て 拡が り，部分的の　
ff

違 い は あ っ て も，主 に 砂礫 が 堆 積 し た 。 こ の 砂礫 は あ る

もの は 断続 しなが ら他 の 砂 礫 層 に 続 き，あ る もの は 次第

に 砂 や泥 の ［91Cうつ りかわ っ て い る σ これ に 従 っ て ， それ

ら砂礫層 中に含まれ て い る地 下 水 も，あ る も の は 連続性

が よ く，他 の もの は そ れ 程連続
1

性がよ くない が ， 全体 と

して は 古東京湾 に 砂礫 を供給し た 方向 に 広 く拡が っ て い

る 。 上 下面を不透水性地層 で 限 られ て い る地下水は ， 帯

水層 の 拡が りの 範囲 の 遠方か ら補給 され て きて い る 。 従

っ て，長年月 の 間に は ， 旧 多 摩 川系
・旧荒 川 系 ・旧 利根

川系 の上 流部の気象 や 水文資料 に ， 閭接的な影響を受け

る こ とは あ っ て も，現在 の 東京 付近又は 荒川上 流付近 の

気象や 流量が直接 に ， これ ら成 田層群下部，東京累層中

の 地下水量を支配す る こ とは考え られ な い 。

　之 に 反 して 墨田砂礫層は ， 地 質発達経過か ら明 らか な

よ うに ， 往昔 の 荒川 ， 利根川系 の 河川に そ うた堆積物で

あ る か ら， こ れに そ っ て 補給さ れ る水は，これ ら河川流

域 の 気象条件に か な り左右 され るで あろ うし， 又浅層 に

あ るだ め に 地 区内で の 排水 ， 降雨等 に よ っ て直接影響さ

れ て い る 。 　　　　　　　　　　　 （33．9．8）
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