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濃尾平 野 の 形成過程 と名古屋付近 の 地盤
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1．は じ め に

　東京，大阪，名古屋 の 表 目本 の 大郡 市は，い ずれ も内

陸に 入 り こ ん だ チ ュ ウ積平野 を 背景 と して 発 達 し て き

た。こ れらの チ ュ ウ積平野 は 1 つ の 大き な沈降盆 地なの

で あ っ て ， そ こ は ，ち ょ うど沈降運動とタ イ 積作用が平

衡 し て い る沈降盆地 の 歴史 の 中の 時間的な一断面 の 姿を

示 し て い る とい っ て よ い 。

　 こ う し た チ ュウ積 平 野 地域 の 地盤 の 性状は ， ま さに ，

こ の 地下 に秘め られた 盆地 の 歴史と密接に つ なが っ て お

り，こ れを明 ら か に して ゆ くこ とに よ っ て ， 始 め て 地 盤

に つ い て 正 確 な知識 を 得 る こ とが で き よ う。過 密化 し た

内陸か ら海 へ と広が りつ つ あ る 都市圏 と共 に ， 将来の rS：

質 工 学 の 対 象 も明 日の 平野地域 で あ る 海へと広 が りつ つ

あ る 。

　そ して ， わ れ わ れ が知 り得た盆地 の 歴史性 を 基に し

て ， 課題 は 人 工 的 に作 りか え ら れ る 明 日の 盆 地 の 姿の 追

求に 発展 しつ つ ある 。

　 また，土質調査で 求 め ら れ る地下 の 点と線 上 の 知 識

は ， 地 下 の 盆地 の 記録 を正 し く理 解 し，時 間 性 と空 間性

を含め た地層とい う単元 で 整理 し な お して ゆ く こ と に よ

っ て ，今後大規模化す る 工 事 に要求され る よ うな 室問的

広が り をも っ た 地盤 の 性状を 理 解する こ とが 可能と な る

で あ ろ う。 こ うした 希望を い だ き な が ら ， 名古屋市の 背

景 と な ワて い る濃尾平野地域 に つ い て ， 多 くの 研究者の

努力 に よ っ て 現在ま で に 明らか に な っ て きた 盆 地 の 歴史

に つ い て 述 べ る こ と にす る 。

2．基盤の 骨格構造

　数億年 か ら 2億年程前 の 間 （古生代 の 末）に ア ジ ア大

陸の へ りの 海底 に 生 じた 帯状の 沈降帯 （本州地向斜） の

中に タ イ積した地層 （古生層）が両側 か ら圧縮され て．

し ゅ う曲し，地下深部 で は変成作用 を受けな が ら ， し ゅ

う曲山 地と して 陸上 に現 わ れ ， 中生代に は古い 日本列島

が 誕生 した 。

　 こ の 古 い 目本列島は ， そ の 後の 地質時代 に 変 動 を 受

け，また ，浸食され て 次第に 下 の 部分が地表に露出 し ，

今 日の 日本列島の 土台 （基盤）の 役割 を果 た し て い る。
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こ の 基盤 の 骨格構造は ，最初の 地 向斜 の 伸 び の 方向に 平

行 に な っ て お り， 当時地下深部で変成 を受 け た 部分や変

成 をうけな か っ た 部分，す こ し時代 の 新 しい 地層 な どが

帯状 に ならん で い る 。 両側 か ら の 圧縮に よ って ， こ れ ら

の 帯状構造 の 中央 に は ， 北側 か ら南側 に押し かぶ さ る よ

う に して で きた 中央構造線 とい う大断層が 貫 い て い る。

糸魚川
一静岡線 の 西側の 西南 日本 で は ，とくに 1：記の よ

うな帯状構造が きれ い に 発達 し て お り ， 新し い 地殻変動

に対 し て も こ うし た 基盤 の 骨格構造 が 間接的 に も影響 を

与 え て い る。

3．瀬戸内沈降区の出現

　時代 は新 し くな り ，
2000〜3000 万年前 （第三紀中新

世 ） の 時代 に な る と西 南 目本 の 中軸部 に あた る ， 中国 ・

近畿 ・中部地方に連な る帯状 の 沈降帯が生 じ た 。 現在 の

瀬戸内海 の よ うに内陸部に 海域が生 じた の で，こ の 沈降

区は 瀬戸内沈降区 と呼 ば れ る
り 。

　こ の 沈降帯 の 中に タ イ積 した 地層 は ， こ の 付近 で は 現

在，東濃地域 ， 知多半島の 南端な どに露出し て い る ほ

か ， 濃尾平野 や，それ以後 の 新 し い 地層に覆 わ れた地域

の 地下 に も広 く分布 して い る。

　その 後 ， こ の 沈降区は陸化 し消滅した 後，約400〜500

万年前 （第三 紀鮮新世の 中頃 ） に な る と，ふ たた び中軸

部に 沈降帯 が 現 わ れ た。 こ れ を第 2瀬戸内沈降 区 と 呼

ぶ 。こ の 新し い 沈降区は 第 1 の 時 と異な り， 沈降帯は南

北の 山脈 （上昇地塊） に よ っ て さえぎられ ， い くつ か の

沈降盆 地 の 連な りに な っ て し ま っ た 。 こ の 第 2 期の 沈降

帯 に タイ積 した 地層は 図
一1 に 示すよ うに分布 し て い

る。

　お も し ろ い こ と に ，こ れ ら の 沈降盆地 は，伊勢湾 を中

心 とする淡水性 の 盆地 （東海湖） か ら奈良付近 ， 琵琶湖

周辺 部 （古琵琶湖） へ ，さらに 大阪周辺 （古大阪湾）へ

と東か ら始 ま っ た 沈降域が次第 に 西方に 移動 し て い っ た

こ とが最近 は っ き りして きた 。 こ れ ら沈降盆地群の 消長

を図 に 示す と 図
一2の よ うに な る。

　 どう して ， こ うい うこ と がわ か る か とい うと，沈降の

開始 は つ ま り地層 の タ イ 積開始に よ っ て ，また 沈降の 停

止 は地層の タイ積終了 ， また は 浸食作用 に よ っ て示 さ れ

る 。 地層 の タ イ積時期の 比較は動物化石や植物の 変遷 を

土 と基礎，田一10 （152）
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　 　 　図
一1 笳 2瀬戸 内沈 降区の タ イ積 物の 分布

1 ；柳 ケ 瀬断 層，2 ： 養老 断層，3 ： 根尾 谷 断層 ，4 ： 阿 寺 断 層 ，
5 ； 福 井断 層，6 ：跡 津川 断層，7 ； 神谷断層 ，
細点線 と 数字 ；圸 地 贓 の s   mit 　level 奮 示 ち （桑 原 1969）

地層 に含ま れ る 植物遺体ば か りで な く花粉 を洗 い 出 し て

し らべ る こ とに よ っ て も可能に な っ て きた。また．火 山

か ら噴 出 し た 火山灰 は 1司時 に 各地 で タ イ積す る の で ，特

徴の あ る 火 山灰 を追い か け て ， お 彑：い の 盆 地 内 の 地 層 の

時代 を対比す る こ とが で きる ように な り，こ の 火 山灰 の

放射性元素に よ る絶対年代を測定した り ， 過去数百万年

の 間 の 地球磁 揚の 変化がわ か って きた の で 火 山灰 中の 磁

場の 方向を し ら べ て 時代の 判定 に 利用 した りす る よ うに

な って きた
2
）
S
）
。

　内陸 中軸部 に 沈降帯 が 生 じた の は ， 地殻 に 対 して沈降

帯 の 両側 か ら圧縮力が 働 き，日本列島 の 土台 を作 る 基盤

が 1（「o〜200km の 波長で ゆる や か な波曲変形 を行な っ

た こ と に よ る もの と考えられ る。沈降部 の 北側 に は 波曲

の 上 昇軸 と して ，飛弾 山 地 か ら 中国背 り ょ う山脈が，南

側 に は赤石 rI1地 ， 紀伊山脈 ， 四 国背 り lt う山脈 が 上昇軸

と し て 連 な っ て い る。

　第 2 瀬戸 内期に は，中央の 沈降帯中に 数 10km の 波

長 で second 　order の基盤 の 波曲運動が生 じ た た め に，

中軸沈降帯 は い くつ か の 盆地 群 に 分断 さ れ て

し ま っ たの で あ る。第 2 瀬戸内期 に は ， 日本

列島 の 土台は敦賀湾一大阪湾線，敦賀湾
一

伊

勢湾線 の 2 つ の 胴切 り断層 に よ って 西南 目本

本州域 は東 か ら 中部 ブ ロ ッ ク ，近畿 ブ ロ ッ ク，

中国 ブ ロ ッ ク に 分断され て し ま t］た と考 え ら

れ る
a ） （図

一3a）。両側の ブ ロ
ッ ク に くさび

型 に は さま れ た 近畿ブ ロ ッ クの 中央構造線以

北 の 三 角地帯 （近畿三 角帯
5）） は 両側 か ら も

圧縮力 を受け る よ うに な り， 瀬戸内沈降区を

作 っ た 基 盤 の 波曲運 動 に 重複し て ，南北性 の

second 　 order の 波曲運動 が生 じ ，そ の 結果 ，

鈴鹿 ・笠置 ・生駒山脈な どの 南北性 の 山地 が

生 じ ， 沈降帯 は 個 々 の 盆地群 に 分断 され て し

Oetober．1S70
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　　　 図
一2　濃尾平野 の 盆地発達史

a ：鮮 新世 （中期），瀬戸陶土層 タ イ 積
b ：鮮 新 世 （中

〜末 期 ），瀬 戸 層 群 ，奄芸層 群 下 部 タ イ積

C ：鮮 新 一洪 積期 e）沈 降 盆 地

ま っ た と考えられ る
4
｝
S ）。

　水準点 の 観 測 か ら わ か る 現在の 地殻 の 変位や ，浅発地 ・

震や水平断層の ずれ の 方向か ら求 め た 地殻中に働 い て い

る 最大圧縮応力軸 の 方 向 は 図
一3b の よ うに な り， 西

南 H 本全体で は 北西
一

南東軸で 働い て い るが ， よ くみ る

と上記 の 3 つ の ブ ロ
ッ ク 内で軸方向が少 しずつ 異な り近

畿 三 角帯 で は東西方向 に ずれ て お り，上記 の よ うに 両側

地塊か ら の 圧縮力が 加 わ って い る 結果 で あ る こ と を示 し

て い る 。

　各 ブ ロ ッ ク内 の 最大 圧 縮応力軸方向 の 変化 に と もな っ

て ， 各 ブ ロ ッ ク内の second 　order の 波曲運動 の 軸 も異

な っ て くる 。

　　　 図一3 第 2瀬 戸内期 の 基盤の 波曲運動

a ； ふ と い 背斜軸 で 示 さ れ る 200〜IOOkm の 波曲 と 細 い 背斜 軸 で

　 示 され る secend 　 order の 波 曲 中央 打 点部 が 近 畿三 角帯

b ：第 2 瀬戸内期以降 の 基盤 中の 最大圧 縮主応 力軸方向 （破線）推

　 定図太 線は sec   d　 order の 波曲運動の軸
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4．東海湖と濃尾傾 動地塊運 動

　 伊勢湾 ， 濃尾平野 を中心 と して 生 じた沈降盆 地 で あ る

東海湖域 は ，拡大期 に は，東は 尾 張丘 陵地 域か ら三 河 の

一部 ， 知多半島とそ の 西方まで ， 西 は 三 重県の 鈴鹿 山脈

東 ろ くま で お よん だ 。 東 海湖中 に タ イ積 した地層は ．L記
の 尾張丘 陵地 域，知多半島 の 丘 陵地域 に 露 出 して お り瀬

戸層群 （知多半島で は常滑層群 と も呼ぶ ） と呼ばれて い

る。脈 重県側で は 奄芸層群 と 呼ば れ，海岸；平野 の 背後 の

刷 凌地帯 に 広 く露出す る 。こ れ ら の 地 層 は 大阪付近 の こ

の 時代の 沈降盆 地 で タ イ積 した 大阪層群 に ほ ぼ相当す る

が，先述 の よ うに 東海湖 が 形成 され た 時期 はや や
．
占く，

少 し 時代が ずれ て い る。

　東海湖 は 上述の 中部ブ ロ ッ ク と近畿 三 角帯 の 両ブ ロ ッ

ク に ま た が っ て お り， 両 ブ ロ ッ ク の 境 をなす敦賀一伊勢

湾線 （養老 山脈東 ろ くの 養老断層 とその 延 長 に あた る伊

勢湾断層 に よ っ て その 南半部が構成され て い る ）が そ の

中を南北に貫 い て い る 。 中部 ブ ロ ッ ク側 に 属す る 東海湖

の 束半部は ， 第 2 瀬戸内沈降区 の 基盤 の 波曲運動の 開始

と 共 に ，ブ ロ
ッ ク全体に わ た る傾動地 塊運動 を 開 始 し

た 。 そ の 結果 ， 中部 ブ ロ ッ ク の 東端は今 卩の 中部山岳地

帯 に 成長 し ，西端部 に は 濃 尾 平 野 の 沈 降盆 地 が 生 ず る に

至 っ た。ブ ロ
ッ ク の 境に接す る 濃尾平野地域 は 特 に 強 い

傾動を行なッた地域 で あ り ， こ の 地塊 （運動） を濃尾傾

動 地 塊 （運 動 ） と呼 ん で い る
7）

。

　濃尾平野 の 地下の 状況 に つ い て は，従来 200−・300　m

の 深井戸 に よ っ て 知 る以外 に なか っ た。最近，天然ガ ス

調査 を目的 と した 1，000 〜 1
，
500m の 深層ボ

ー
リ ン グが

掘られ ， そ の結果開発され た 地熱利用 の 温泉ブ
ー

ム を招

来す る こ と に な り，現在 10 数本 の 1，0001n を越 え る

深層ボ
ー

リ ン グが掘られ て い る。

　 こ うした ボ
ー

リン グの 結果をみ る と ， 瀬戸層群の 基底

面 は 1，000〜 1，500m の 深 さ に ま で 沈み，沈降の 中心部

で は ，
1

，
000 皿 以上 の 地層が タイ積 して い る こ とがわ か

る 。 現在 ，ボ
ー

リン グの 資料か ら推定 され て い る瀬戸 層

群の 基底は 図一4 の よ うで ある 。

　伊勢湾周辺で 測定され た 重力異常値は 図
一5の よ うに

な る。重力異常 は 地 ドに 存在す る物質 の 密度 の 大小 に よ

る わ け で ， こ の 付近 で 相対的 に大 きな負 の 異常 を示 し て

い る の は ， 主 と して 地表付近に

密度の 小さい 新しい 時代の 地層

図
一4 濃尾平野 の 瀬戸層群基底の 深 さ

　 （名古屋 地盤 図 1969 大塚 ら原 図よ り）

図一5 濃尾平野 周辺部の 重力異常

　　　　（名古屋地 盤図 1969）

い 三 重県側に つ い て も重力異常 か ら， 新 しい 地層の 分布

状態を推定す る こ とが で き る。 こ うし た想定 か ら す る

と ， 東海湖 だ っ た 沈降盆 地 に は濃尾平野 の 西縁部と三 重

県 の 北部 に各 々 沈降の 中心 があ っ た と推定 さ れ る 。 こ の

表
一・1

が厚く発達して い る こ と を反映

して い る と近似的に 考えて もよ 膨驫 葬義
．

舞諭π冨
一
勗

い 。

　事実，図
一4 と　図一5 は か

な りよい 一致を示 して い る 。 し

た が っ て ， ボーリ ン グ資料の な　 ・
濃尾平野 の 弥富付近で計算した 値

各 時代以 降 の 濃尾平野 の 傾 動量 と平均 の傾 動 ・
沈下速度 1 関東盆地・ 平均沈下巌

・・

量 1傾 （畢鴇 度

熱　 田　 面 （3．5） 2．5！1，0GO 7110β 1．7 下　 町

八 　 事　 面 （鋤 12．5r1，000 41108 1．0 下 末 吉

高 位段丘 磊底 （60） 以〕！1，0003 ．31108 ≒ 1 成 田 層 基

瀬戸層群基底 （400 ？） 叡）11，0001 ．3！108 ≒ 0．4 梅 ケ 瀬

沈 下 速 度 　゚　 時　　　　　代
（mm ！年）　　 形成 体 （年代 万 年 前）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 面 （O．6）

（200）
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推定 は 地 表調査 の 結果 と も よ く一致して い る 。

　濃尾平野 地 下 の 地層の 分布状況な ど か ら籏出 した濃尾

傾動地塊の 傾動速度，沈
．
ド速度を算出す る と 表

一1 に示

すとお りで ， 関東盆地 や 大阪 盆地 の 沈 ド速度 と似 か よ っ

た値が得 られ る 。

5．瀬 戸 層 群

　瀬 戸 層群は 名古量市 の 東部丘 陵か ら尾張 丘 陵， 知多半

島
一

帯 に か け て 丘 陵 を構成 しな が ら地 表 に 露 出 し て い

嶺 ， 地層の タ イ積後 も継続した 基盤 の 傾動運動 に よ っ

て，西方 の 濃尾平野地域 で は 次第 に 地下深 く没 し て し ま

い
， 平野 の 西縁 で は 地下 ：う00m 以深 に 存在 し て い る 。

　瀬戸層群 の 厚 さ は ， 東部の 盆地周 辺部で は 100m 余 り

の 厚 さに すぎな い が，沈降 の 中心部で あ る 濃尾平野 の 地

下で は 1，000m 余りに も達して い る 。

　瀬戸層群の タ イ積開始期 には ， 盆地 の 周辺部で 小規模

な くぼ 地 を中心 と し て タ イ積した 特殊 な地 駈が あ る 。 こ

紅 は ，瀬戸 ・猿段 ・多治見 。±岐津地域 で 陶器 の 原料 と

して採掘され て い る陶土驪 で あ る e こ の 地 屠 は ， 盆地が

形成 され る ま で ，陸上 で 長期 の 風化f乍用 を受 け た 物質 が

蓄積され たもの と，火山灰 の い ちじ る し い 風化物 か らな

る場 合が あ る 。

　 こ の 陶土層の 次に タイ積 し たの が矢 田川 累層 で あ る 。

こ れは 中部傾動地塊 に よ っ て 上昇を開始 した 中部山岳地

域か ら運び こ まれて きた 粗粒な レ キ物質が 盆 地 周辺 部に

タ イ積した。一一方，盆地 の 中心部で は砂 と粘土 を主 と し

た地層が，繰返 し厚 く タ イ 積 した。東海湖が最も拡大 し

た時期に は ，こ の 砂 と粘土 を主 とした地層 が 周辺部付近

ま で タ イ積 した。こ の 粘土層の 中に は 藍炭屡 が は さま れ

て お り， 明治時 代か ら戦後に か け て 盛ん に採掘され て い

た 。 ま た 》 東海湖 が一
時的に縮少 した時期や ，消滅 して

行 く末期に は 砂 や レ キ を主体とす る壇層 が 盆地 の 申心 部

に ま で 運 び こ ま れ て タ イ積した e

　 こ れ らの 瀬戸層群は すべ て淡水環境の
．
ドで タ イ積 して

お り ， 当時 ， 中央構造線沿い の 渥美半島と志摩半島は陸

続き と な り ， 現在の 伊勢湾口 付近は 閉ざされ て ，

一一
大淡

水湖が 生 じた こ とを意味 して い る。

6．洪積 レ キ層 （高位段丘 レ キ層）の 時代

　現在 の 丘 陵地 域 に 分 布す る瀬戸層群 が タ イ積し終 わ っ

て か らも ， 沈降の 中心部で ある濃尾平野 哨 嚇 部や，三 重

県 の 北部で は タ イ積盆地tXしば らく存続 し 編 ノた 可能性

が あ る。い ずiticもせ よ，瀬戸暦群 をタイ積 した東海湖

は洪積世 の 初期 に
一

度消滅 し， 陸上 に あらわ れ た地層は

浸食作用 に さ ら され ，上昇傾向に 移 一
」 た 地域 は 丘 陵化 の

道 をた ど っ た 。 上昇の い ち じる し い 地域で は タ イ積し た

地層がす っ か りけずり去られ｝ 基盤 は露出す る よ うに な

Oetober ， 緯 70

特 溺 講 演

る 。

　い ま ま で ， 大き くみ れ ば…様 な沈降盆地 と考え られ て

い た東海湖も ， そ の 周 辺 地域と共に ， 基盤に 生 じ た断羆

系に よ っ て い くつ か の 基盤 の 小 ブ 1・ ッ ク に 分解され ， そ

れぞれ別個 の 運動がきわ だ っ て きた 。 そ の 結果，木曽山

塊 とそ の 南藤 の 猿投 山 に連な る lk地塊 は 急激な一｝　＃に う

っ i3， は っ きりとし た 山地 に成疑 した e その 延長部は知

多半島 の 隆起運動 につ なが っ て い る 。

　養老 山脈や鈴鹿 山脈が現在 の よ うに は っ き り高い 山聟

に成長 し だ し た の も ， こ の よ うな基盤の ブ ロ ッ ク化期で

あ る 。 こ の よ うな基盤地塊の 運動が活発化 した時期を近

畿で は 六 甲山塊の 上昇に ちな ん で ，六 甲変動 と呼ん で い

る
9）

。 濃尾
∫
拝野地域で は ， こ れ に な らっ て 猿投変動と呼

ぶ ％ 　こ れ らの 基盤 の 運動は先述 の 西南 H本 の 3 つ の ブ

ロ ッ ク中に 生 じた second 　erder の 波曲邂動が活発化し

た 結果 で あ る。

　 こ の 賻期 に ， 陸化 し た 河揖 の 氾 ら ん 原 と化 した地域 に

は河床 レ キ がタイ積 し た，， と きお b ， 瀚水域 も形 成 さ

れ ，
レ キ層 の 間に は数枚 の 粘土層が は さまれ て い る。こ

の 時期 の タ イ積物が唐山層 ， 八事層な どの 高位段丘 レ キ

層 と呼 ば れ る地層で ，名古屋市東部 丘 陵 や ， 知多半島 の

b
一
陵 頂部に瀬戸層群を覆 っ て分布 して い る。名古屋付近

の こ れ らの 地層 の 分布状況は ，図一6 の 名古屋市付近 の

地質概略図 に示す とお りで あ る。

　 しか し ， こ の 時期に も ， 沈降を継続 した濃尾平野地域

醫
一6 名古屋市付近 の 地質概略選
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で は ， 粘上層，砂 ・砂 レ キ層 の 交互 す る 300m 近 い 厚

い 地層 が タ イ積 し続け た。そ して ， 現在は ， それ以後の

傾動沈下 に よ っ て 地 下 に沈 ん で し ま っ て い る （図
一9 の

断面 図参照）。

7．洪積世 と氷河時代

　（1 ） 熱田層の タ イ積

　過去 200 万年以降の 洪 積世は氷河期が 繰返 し お とずれ

た時代で あ る 。 氷期は気候 の 寒冷化 と同時 に ，海水 を氷

と し て 高緯度地域 に集積し て し ま っ た の で ，海水面 の 低

下現象をもた ら した。

　氷期 の 繰返 しは ，そ の まま海面変動 の 繰返 しに つ な が

っ て い た 。 古 い 時期の 唐山層や 八 事層 とこ の 氷河期 との

関係は ，ま だ資料が不 足 し て い て は っ き り し て い な い 。

一時代新しい 中位段丘 の 時代 に な る と ， 氷期 の 海面変動

と の 大づ か み な 関係が は っ き り し て くる 。

　中位段 吐は ， 名古屋 市の 中心 市街地をの せ る 台 地 （熱

田台地，図
一6） が代表的 な もの で ， こ れ を構成 し て い

る 地 層が熱田層で あ る。こ の 熱 田層 は ，最終氷 期 の 前 の

間氷 期 （リ ス ！ヴュル ム 間氷期） の 高海而期に伊勢湾か

ら濃尾平野地域内部まで 浸入 し た海 の 中に タイ積を開始

し，そ の 後 に お とず れ た最終氷期 （ヴ ュ ル ム 氷期 ） 中の

亜 間氷期に か け て タイ積 した 地層 で あ る。

　熱田 層 は 図
一7に示 す よ うに 下 部 に 厚 い 海 成 の 泥 層

（第 5 粘土層 ， 層厚最高約 30m ） が あ り， こ れ が リス ／

ヴ ュ ル ム 間氷期の 海進期 の タイ 積物 と考えられ て い る。

上部 は 砂 と粘土層 の 互層 で ， 海成層 とい う証拠に とぼ し

い 。こ の 上部 の 互層中 に は 木曽御獄火 1［iの 噴出物 （軽 石 ）

が 含 ま れ て お り， 同 じ軽石層を追跡して 関東地方 の 地層

と対比す る と ， 下部 は 下 末吉層 ，上部 は 武蔵 野 台地 を覆
M

う武蔵野 レ キ 層に 対比 され る 。

　 こ の 熱 田 層 の タ イ積が 終 わ っ た 頃 は約 3 ．5万年前の 事

で あ る。

　（2）　最終氷期時代の 浸食作用 と河床 レ キ層

　今か ら 2 万年ほ ど以前に や っ て きた ヴ ュ ル ム 氷期 （主

期） に は ， 現在 よ り 100m 近 く海面が低下 し た と考え

られ て い る。こ の 海面低下 に と もな一
t て熱団層が埋 め た

て た 平 地 は 河川 に よ っ て浸食 され 台地 化 の 道 を た ど っ

た 。 海面低下 の 初期 に 河川 の きざん だ谷 は ， 現在 の 熱 田

台地 の 中央 を南北 に貫 い て 残 っ て い る 。 こ の 時 の 河床 の

レ キ 層 が 大曽根 レ キ 層で あ る。同時代 の 河床 の タ イ 積物

は 犬山 か ら小牧 に か け て 発達す る 小牧段丘 を作 る レ キ層

で あ る。さらに 海 面 が低 下 し た 時期 に は ，こ れ よ りも低

い 河床が作られ，そ の 時の 遺物が鳥居松段 rr．で あ 1）　J こ

の 時 の 河床面 は コ ウ配 が急で ，名占屋市 の 北部で は ， 後

の 海面上 昇期 に タ イ 積 し た チ ＝ウ 積層に 覆わ れ て し ま ’．，

て い る （図
一7， 北部断面参照）。

　 ヴ ュ ル ム 氷期の 海面最低 ド期に は ， 濃尾平野 か ら伊勢
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　　　 　 A ：チ ェ ウ積層 　D，
：八 事 層 四 皿 泥層〔枯土層｝ 　浮 石

　　　　B：i驚 鱸 島黜 ，睚 瓢 慝、醜 灘 化石

　　　　 D3 ：熱 田 層 　 　 　 EZ：iiレキ層

　 　 　 　 1−5の数宇は粘土層準を示す

図
一7 名古屋 市内 の 東西 地質断面 図 （名古屋地盤図 1969 ）

湾内 に は 一7  皿 の 深 い 谷 が きざま れ

1〔｝m の 厚 さの レ キ 層　〔第
一

レ キ 層）

が そ の 谷底 に タ イ 積 し た。

　こ の 海面低 下 期 に 河川の 浸食に よ っ

て 作 られ た 名古 屋 市付近 の 谷 地 形 を地

下 の 調査 か ら復元 して み る と 図
一8 の

よ うに な る 。 こ れ ら の 谷 は現 海 面 下

30m 程度の 深 さま で に達 して い るが ，

そ の 延 長 は 濃尾平野西縁 の
一70m の

前記 の 谷 に つ な tOS　・，， て い る 。

　 ヴ ュ ル ム 氷期 の 海面最低 F期 （約 2

万年前 ） を過 ぎ る と ， 停滞 と若干 の 後

退 を繰返 し な が ら も海面は 次第に ト昇

し ， 海 は 再 び 伊勢湾か ら濃尾平 野 の 内

奥深 く浸入 した。

　 そ の 結果 ， ヒ記 の 海面低下期 に作 ら

れ た浸食地形 を埋 め て，い わゆ る チ t．

ウ積層が タ イ 積 し た 。 こ こ で は最終氷

期以後海面上昇期の タ イ積物 を一括 し

て チ ュ ウ積層 と呼 ん で い る 。 こ の チ ュ

ウ積層中現海水準下 40m 以深に 存在

す る下部層 は ，海成層 とい う証拠 に と

ぼ し く， 標準貫入試験値も砂 で 30〜

土 と基 礎，IS− 10 （152）
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　　　 図．−8 名古屋市内の チ ュウ積層下の 浸食谷地形

50
， 粘十で 10 以 上 20 前後 の 値 を示 す砂 と粘土 の 互 層

か らな る、、こ の ド部膚 は ，H 本各 地 で も認 め られ る よ う

に ，海 lfll上 昇期 の
一・40　m 付近 の 海面停滞期 に生 じた 半

海
・
半陸成 の 地層 で あ ろ うと推定され る。伊勢湾内 の ス

パ
ー

カ ー調 査 に よ っ て も三 重県側 に は 広 く
一一　40　m 前後

の 平た ん 面が発達 し て い る
L‘］）こ と と も対応 して い る。こ

の 時期 は，お そ ら く 1 万 年 ほ ど以 前 の 事 と考 え られ る。

　そ の 後 ， 海面が 本格的 に上 昇 した 約 5，000年前 （縄文

海進） に か け て ， 海成の 粘土層が タ イ積した 。 こ の チ ュ

ウ積層 中部 を 占め る 粘圭層 は 以前の 浸食谷 の 中な どで は

30m の 厚 さに 達 し て い る。

〔m ）

老鉄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特 別 講 演

　そ の 後．三 角州成 の 砂層が河 口 に タ イ積 し ， 内陸 に 浸
入 し た海面 を急速 に 埋 め 立 て て い っ た。こ の 上部層の 砂

層 は ，お よそ 10m の 厚 さで平野地域全域 に広 が っ て い

る 。 こ の 三 角州の 背後 に 生 じた後背湿地 に は腐植や粘性

土を主体と した きわ め て 軟弱 な 地層が最上部に タイ積し

た た め ，表層部の 地盤 に い ち じ る しい 影響 を与えて い る。

8．濃尾平野の 地下 構成

　濃尾平野 の 地 下 に は ， 図
一9 に 示 すよ うに 各時代 の 地

層が積み重 な っ て い る。 こ の 図 で は高位段 丘 レ キ 層 の 付

近 ま で の 地層が示 され て い る。こ の 高位段 丘 レ キ層 の 基

図一10 濃尾平野地 下 の 高位段丘 レ キ 層基底面

　　　　 （名古屋 地 盤 図 よ り一部改訂 ）
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底 の 深 さは お よ そ 図
一10 に 示 す よ うで あ り，濃尾 平 野

南西部に 凹心 をもつ 盆状の 構造が浮 か び あが っ て くる。

　 こ れ らの 図 に よ ワ て も示 さ れ る よ うに ， 濃尾平野 の 地

ドで は濃尾傾動運動 に よ っ て ， 占い 地 層 ほ ど ， 西 に 強 く

傾き，地下深 く没 し て し ま っ て い る 、

　 また，濃尾平野地域全体 の 表層 をおお う軟弱 な チ ＝k ウ

積層 も濃尾平野 の 西部で は最終氷期 に つ くられ た ・60m

の 深 い 谷の 中 に厚く発達し
V
］

， 安定な支持層が求め に く

くな っ て い る 。

　濃尾周辺 地域 で ， 最近 の 地質時代に なって か ら活動を

行な っ た 断層や地層 の し ゅ う曲帯 を示す と 図
一11 の よ

うに な る 。 こ うし た 地塊ブ ロ ッ ク の 境と な る 断層線は ，

永年的差動運動や地震時 の 活動 に よ る 危険性 をはらん で

い る の で注意しなければならない 。

繋

　　 図
一11 伊勢湾周辺 の 断層系

（細点線 は タ イ積 した 地層の 厚 さの 傾 向を示す）

9．各地 層の支持 地 盤 と しての特性

地下 の 地層 の 分布状況 は 以上 に述 べ た とお り で あ る

掣

k

矢田川累層

　 〔P）
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図　13 各 粘 「生土 の 合水比 と含水比 の 関係

　　 （名 古「屋地 盤図 1969 植 ド原 図）

　
　

爨
1，0

e、1 ］．0　　 　 　 　 　 　　 10

荷 重 P　（kg，fcmt）

30

　　　　　 図
．14　各 粘性土 の 代 表的 圧 密曲線

　 　 　 　 　 　 　 （名古屋 地盤 1969 檀下 原図）

が ， こ れ らの 各地層の 支持地盤 と して の 特性 に つ い て 簡

単 に ふ れて お く。

　各地層の 深度別 の N 伯：の 平均値を土質別 に 示す と 図

一12 の よ うに な る 。

　粘性土 に つ い て
・．．一一

軸圧 縮強さ q。 の 値 と含水比 の 関係

を示す と 図
一13 の よ うに な る 。 地層 の 時代 が 古 くな る

鳥居松レ キ層　　チ ュ ゥ積層

　 （D，｝　 　　 〔A｝

　 　 　 e −一→ 砂レキ

　 广，　 ●一．＿●砂質土

〆　 一 粘 土

！

拙 即 †黼
一
肅

」

鰄

　 　 　 　 　 　 　 　 地 表 面 か ら の 深 さ
’
（m ）

地層 ， 土質お よ び深さ別 N 値の平均値 （名古屋地盤図 1969堀内原 図）

輪撒

と次第に密度を増 し，圧縮強さも

増大 し て い る 。 各地層 の 代表的 な

圧密曲線は 図一14 の よ う に な

り，圧 密降伏荷重値に は 地層に よ

る差 がは っ き り と現 わ れ て い る。

　 チ ュ ウ積層 は一
般 に軟弱 で 地盤

とし て は不安定で ある 。 チ ュ ウ積

層の 上部砂層中に は N 値が 20 近

くに 達す る もの があ り，こ の よ う

な場合，チ ュ ウ積層も薄 く， 中部

土 と 塾i礎，IS− 10 （152）
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の 軟 弱 な 粘土層がな い 場合 に は軽 最物 の 支持 地盤 と して

始 め て 利用 が 可能 で あ る 。 熱 田台地 の 北側 に は チ z ウ積

層直下 に 鳥居松 レ キ 層が発達す る の で ，こ れが支持層と

して利用 され る。熱田台地地域で は，大曽根 レ キ層が お

お っ て い る と こ ろ 以外は ，地表付近の 熱田層の 砂は風化

が 進 ん で お り ， 支持層 と し て 十分 で な い 。熱田層 の 砂は

地表 か ら 20　m 以深 の 付近 に なる と ／＞ 値が 50 以」、：と

な り支持層と し て期待 し得 るが，その 下位 に か な り柔 ら

か い 下 部 の 粘 土層 が発達す る場合 に は 注意 を要す る。

　 入 事層以前 の 地層 は
一

般 に支持層 と して 期待 し得 る 。

10．濃尾平野 の地 盤沈下

　濃尾平野 の 地盤沈下 は ， 最近 い ち じる し く増大 し昭和

36 年か ら昭和 41 年 まで の 沈下量 を示す 図
一15 に も

図
一15 濃尾平野 の 地盤変動図 （昭和 36〜41 年間）

　 　 　 　 　 単位 は cm （飯 旧 ら 1967）

　 〔m 〕

■ 6．ロ 皿

團 5．O　囲

響黜
皿

み ら れ る よ うに ， 決 し て 小 さい もの で は な い
。

　長良川河 凵 付近に　1m 以上の 大きな 沈下量 が 認め ら

れ る の は水準点が新しい 海岸堤防上 に あ る た め ， 堤体荷

重 に よる 沈下量 が 大き く加わ っ て い る か ら で あ る
” ）。

　基盤 そ の もの の 傾動沈 下 量 は，地質時代を転 じ て の 平

均年沈 下 量 は ，濃尾 平 野 中程 の 蟹江付近 で も 1．7mm 程

度にすぎな い （表一1 参照）。

　
一

般 に は ， 沈下量 と軟弱な チ ュ ウ積粘土層 の 層厚分布

が 大局的 に は
一

致 し ，地下水の 年間汲上量 の 大きい と こ

ろ で は沈下量が よ り大き くな っ て い る 。 こ れ らの 事実か

ら み て ，堤 体荷重 に よ る 異常沈 下 以 外 は ，地下 水 の 汲上

げな ど に よ り表層部の 軟弱層 の 圧密沈下 が 促進 され た結

果，最近 の い ち じ る しい 沈
．
ドが記録 され る よ うに な っ た

と 考 え ら れ る
11 ｝。

　濃尾平野南部 か ら名古屋市南部地域は ，江戸時代 の 締

切 り に よ る干拓地域が多 く，海面下 の 低湿地が存在 し，

最近 の 沈下の 促進と相ま って ， 伊勢湾台風時な ど に は ，

長期間に わ た っ て浸水を こ うむ ッ た。そ の 一一例と して ，

名古屋市南部地域 の 高潮 に よ る浸水と湛水状況を図一16

に 示 して お く a

11．濃尾平野の地震災害

　濃尾平野地域 をお そ っ た濃尾地震　（1891）， 東南海地

震 （1944）などの 過去 の 地震 の 被害 を調査 して み る と，

木造家屋 等の 被害 は ，表層 の 軟弱 なチ ュウ積粘土層 の 発

達状態と密接な関係が あ る。こ こ に，そ の 1例をあげ る

と，図一17 に 示 す よ うに な る。 しか し，内陸 の 近地地

震 の 場合に は ，震害分布 は 地震時 に 活 動 した 断層や古 い

地塊ブ ロ ッ クに よ ワ て震害の 現わ れ方が非常に異な っ て

くる。図
一18 は濃尾地震 の 時の 木造家屋 の 倒壊率 とチ

ュウ積層厚 との 関係 を表 わ して い る が，地震時に 生 じ た

岐阜一一宮を結ぶ 断層線付近　（F） で は 層厚 に 比べ て被

囲

3Q25

即
15
過
510

　

■
目
驪
囮
皿
囲
皿
口

0

（注｝完全に排水される までのH数を示す

　　　　　　　　　　　　　　　（e）

図一16　（a ） 伊勢 湾台風 の 高潮 に よ る名古屋市 南部地域 の 最高浸水位

October ，1970
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図
一17 濃尾 地震 に よ る濃 尾平 野地 域 の 木造

　　　 実屋 倒壊率分布図

　　　　（横尾 ・桑原 ・堀内 1965）
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図
一18 濃尾地震の 際の木造家屋の 倒壊

　 　 率 分布図

　　　　（横尾 ・
桑原 ・

堀内 1966 ）

害率が大きく，断層の 東側の 上昇地塊側 （C ） で は チ ュ

ウ積層厚が薄い に もか か わ らず ， 西側北部 （A ）や南部

（B） よ り も被害率 が 大き くな っ て い る 傾向が あ る 。

　ま た ， 濃尾平野北部 の 後背湿地性 の 軟弱な泥層が表面

に 発達す る地域は被害が大 きくな っ て い る こ とも注意さ

れ る 。基礎 を地表面付近 に お く木造家屋等に あって は ，

被害 は チ ュ ウ積層全体の 厚さよ りも．ご く表層付近 （5m

以 内）の 軟弱層の 分布 とよ り強い 相関を示す こ とが ，名

古屋市域の 東南海地震の 被害な どか ら明 りょ うに 指摘 さ

れ る
121

。

54

12．む　す　び

　濃尾平野 ・名古屋市付近 の 地盤形成過程や そ の 性状 に

つ い て ご く概要 をか い つ ま ん で 述 べ た。こ こ に述べ た 内

容 は 多数 の 研究者に よ っ て 築か れ た研究成果 に もとつ く

もの で あ る。こ こ で は ， よ り詳 しい 資料 を お 求めに な る

方 の た め の 参考資料と し て 末尾 に そ の 一部を掲げた にす

ぎな い
。

　ま た ， 名古屋市域の 地盤 の 性状 に つ い て は各方面 の 研

究者の 協力 に よ っ て 「名古屋 地盤図」 が ま と め られ て い

る の で ， こ れを ご参照 い た だ き た い 。こ の 地盤図の 完成

に は，京大教授 ・横尾 義貫，名大助教授 ・植下協 ， 名城

大助教授 ・堀内孝英を 始 め 多 くの 研究者の 成果が盛 り こ

まれ て い 翫 ，
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