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　段 丘 とい う地形 は 第 四 紀 の 歴 史 を背負 っ て 生 ま れ た特徴

あ る地形 で あ る。目本列島 の い た る と こ ろ に こ の 高台を な

す平た ん な地形 は 発達 し て，人間生活 ， 社会生活を支え る

地盤とな っ て い る こ と は平野 に も劣 らな い
。 と は い え，日

本全国地図 の 中で は ， 段丘 の 多 くは 「何々 平野」 の 中 に含

み こ ま れ て し ま っ て い て，チ ュ ウ積平野 との 区別 は 日常的

に は意識 され な い こ とが多い
。

だ が 「平野 」 と 「段 丘 」 の

成立史 の 違 い は ， 両者間 に形態的 に も物理的 に も，い わ ん

や 生活環境的 に も区別さる べ き差異をもた らし て い る。狭

義の 平野 に つ い て はす で に本講座 の 一つ と して と りあ げら

れ た。そ れ との 関連 の もとに 段丘 の 地 形，地質に つ い て述

べ た い 。

5．1 段丘の 地形

　段丘 （terrace ）の 語 は も と段 をな す 地形
一

般 に 与 え られ

た。庭の 花壇 もテ ラス とい う。 だが地質学 ・地理 学用語 と

し て は成 因 的 に 限定 し て 定義され る 。 後に 述べ る ように あ

る水面 の も とで 面形成作用 を受けて作 られ た 台地 地 形 で あ

る 。 ほ か の 原因，た とえば断層作用 で で きた階段地形な ど

は
“

段 丘 状
”

地 形 とい うな らか ま わ な い が ， 段丘 で は な い 。

　余 談 に わ た るが ，コ ロ ラ ド台地や沖繩本島南部 に み られ

る よ うな石灰岩台地 は メサ （mesa ）地形 で あ る 。 特に沖繩

の 場合，平た ん 面高rCn「　IOO〜200　m ，縁 辺 が 急な ガ ケ と

な っ て 海 に の ぞむさま は海岸段 丘 そ っ く りで ある e しか し

こ の 平面 は 特定 の 海面 とは無関係に 働 い た 風化 ・浸食の 結

果，か た い 石 灰岩 の 水平層表面 が 洗い だ され て 残 っ た面 な

の で あ る。メ サは 石灰岩層や溶岩層の 存在が も とに な っ て

で き る こ とが多 い 。縁辺 の 断 ガイ は崩落に よ っ て 生ずるが，

崩落 が 進め ば台地 の 面積 もせ ば ま り，著 し く幅がせ ま くな

っ て，岩塔状 に残 っ た特異な地形 をビ ュ
ート （butte） とい

う。 西 部劇で お な じみ の 地形 で あ る 。

　一
般 に 段丘 と は平た ん 面（段丘 面）と急傾斜 の ガ ケ （段 丘

ガ イ） か らな る地形 で あ る 。 平 たん 面 もガ ケ も， と もに 水

の 営力 に よ っ て作 られ る。水 の 営力が 河 で あれ ば河成段丘

（river 　t，）， 海で あれ ば海成段 丘 （marine 　t．） で あ る が ，

普通 は そ れ ぞれ 河岸段丘，海岸段丘（こ の 場合は coastal 　t．）

と よ び ， 河成段丘 ，海成段丘 と同義語 で ある。湖岸 に も

で き る こ とが あ っ て ，こ れ は 湖岸段丘 ， ま た は ，湖成段 丘

（lacustrine　t．） で あ る。ど の 段 丘 で も， し ば し ばひ な段 の

よ うに 高度を異にす る面が数段残 され て い る こ と が あ る 。

各面 は 面形成作用が行なわ れ た 当時の 水面 の 位置 を指示す

る もの で あ る。

　5．1．1 段 丘 面 の 形 式

　段丘 の 平 た ん 面形成は 河成に し ろ海成に しろ ， まず基盤

岩に 対す る 浸食作用 か ら始 ま る こ とが普通 で あ る が，最終

的 に は そ の 浸食面上 に多かれ少 か れ ， タイ 積物 を残す こ と

もまた普通 で あ る 。タイ積物 が 薄層 （veneer ） で ， 段丘 面

の 形態 が 基本的 に は 浸食に よ っ て 生 じ て い る とい え る 場合，

こ れ を浸食段丘 （erosion 　 t．），基盤浸食面 の 凹凸 を埋積 し

つ くす よ うな厚層 の タイ積物 で で きて い る もの を タ イ積段

丘 （accumulation 　t．）とい う用語 で 分類する こ とが ある 。

タイ積段 丘 は 浸食の復活 に先だ っ て浸食力が衰え，す で に

タ イ積が行な わ れ た 谷 に 生ずる もの で あ る。普通河岸段丘

は基盤が 段 丘 ガイ に現われ た 浸食段丘 の 形式が多く， タイ

積段丘 の 様式 は あま り見られ ない
。 しか し図 一1下 に 示 す

タ イ積段 丘 の 形成過程は 段丘形成上興味あ る問題を含む の

で ， それ に つ い て は 5．5 で 述べ る e

　海岸段 丘 の 場合 ：平 た ん 面 は主 と し て波食作用 に よ る波

食台と して 作られ る。こ れ と 同時 に 陸側 に は 海食ガイ が で

きやすい 。海岸段丘 の 段丘 ガイ は 海食 ガ イと して 生 じ た も

の で あ る 。 波食 の 及 ば ぬ 沖合側 に は しば し ぼ タ イ積物が 蓄

積す る こ と が あ り，そ の 表 面 は タ イ 積台 と し て，波食台 か

ら一連の 平 た ん 面 を なすこ と があ る。波食台もタ イ積台も

沖 の ほ うに 向か っ て多少低 くな る の が普通で あ る。特 に波

食 台に 高低 が あ る 場合 とい うの は，そ の 波食 を もた ら した

海水位 が 海進 の 進行 に応じ て 上昇して い っ た結果生 じ た も

の で あ る こ とが 多 い 。

　 河岸段 丘 の 場合 ： 平 た ん 面形成 は 河 川 の 浸食 な らび に タ

＼

　丶
丶

＊
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　　　　　　 図一1　 河岸段丘 の 断面

上 ： 浸食段丘 　下 ： タイ 積段丘 （Davls一部改変）
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イ積の 作用に よ る 。 下流 で は は ん らん 原 と し て タイ積平た

ん面が広 く発達す る。段 丘 ガ イ は浸食に よ っ て生 じ た河ガ

イ で あ る。

　5．1．2 浸食基準面 と 下 方浸食

　下方浸食 は浸食基準面 を限界 と して 行なわ れ る 。 段丘 が

何段 も発達する の は 下方浸食が復活 した こ と を意味す る 。

すなわ ち浸食基準面 の 低下 で あ る。浸食基準面 と は基本的

に は海面 で あ るが，内陸 の 河川 の 場合 ， その 地域 に 成 り立

つ もの を想定する こ と に な る。局地的浸食基準面 と は河川

の 下方浸食が相当期間停止 し て い る 場合 ， そ の 地域 に 成 り

立 つ もの で あ る 。 し た が っ て海岸や河川下流地域 に おけ る

下方浸食の 復活 は，時相的に も浸食の 及 ぶ 深 さか らい つ て

も， 海面 の 相対的低下 に直結す る もの で あ る が，内陸河川

の 揚合は必 ず し も明 りょ うで な い
。 この た め，内陸の 段丘

の 対比 は 困難 さが ま す。

　浸食基準面が長期安定し て い る とき に は ， こ れ に応じて

平 た ん面 が 広 くで きやす い 。 海面変化の 場合は ， 海進の 頂

上付近 の 時期 の ほ うが，海面 の 上昇 ・下降 の さい 中 よ り も基

準面の 長期安定 の 機会とな る の で ， 段丘面が作られやすい 。

　 5．1．3　地 形 面

　段丘 面 は高位 の もの ほ ど古く ， 低位の も の は新しい
。 あ

る時期 に 形成 された 段 丘 面 の よ うな平 た ん 面 をよぶ とき ，

地形面 とい う用語が使わ れ る 。 地形面 は 段丘 だ けで な く，

扇状地や溶岩流 の 作 る 平 た ん面や準平原面 に も適用され る 。

しか し風成火 山灰 の タ イ積表面 は地形面 の 範 ちゅ うに属 さ

な い 。そ の 表面が平 た ん で あ っ て も，それ は火山灰 の つ も

る 前の 地形がすで に平ら だ っ た か らで あ っ て ，火 山 灰の タ

イ 積作用が新し く平た ん面を形成 した わ け で は な い か らで

あ る 。 も とに な っ て い る平 た ん 面 が 作 られ た時期がそ の 地

形面形成期 で あ る 。

　 また，高位 の 古 い 段 丘 の 場合，著 し く開析 され て 本来 の

平面 を失 い ，小起伏 をもっ た ff．陵地 に な っ て い る 例 が多い 。

地形面 とい う用語 と概念 は こ の 揚合 に も用 い られ る。そ れ

は起伏 の 頂部を連ね た 面 （接峯面 とい う。も う少 しば く然

と した言 い 方 で 背面とい う語 もあ る）か ら過去 に存在した

平た ん 面が想定で き る ような場合，そ の 想定 され る平た ん

面 を地形面 と よ ぶ の で あ る。

5．2　段丘の地質

　段 丘 の 地質 は 基盤の 地層 ・岩石 と ， こ れ を切 っ て の る 段

丘 タ イ積物か らな り， 最表部 は表土 に移化 ， ある い は 火山

灰 の よ うな風成 タイ 積物 に おお われ る こ と もある 。 段丘 タ

イ積物 と は そ の 段丘 を作 っ た 営力 と も関係 し た 段 丘 形成層

（あ るい は段丘構成層）の こ とで あ る。段丘 タ イ積物は 河成，

海成に応 じ て 内容 に大差 が ある の で ， それぞ れ分けて扱う。

　5．2．τ 河 成段 丘 タ イ 積物

　普通 レ キが多く，段丘 レ キ層とい え ば まず河成で あ る 。

段 丘 レ キ は そ の 段丘 の 下 に流 れ る現河川 の 河床 レ キ と比 ぺ

70

て，岩質 ・粒 径 ・円磨度が 類似 して い る こ とが普通 で あ る 。

段丘 レ キ も現河床 レ キ の 上 ・下流に お け る変化に対応 した

地理 的変化を示す 。 た と えば東京地方 の 多摩川ぞい に発達

す る立 川段丘 の レ キ層は，河床 レ キ の 採堀が 禁止 され て 以

後，

“
お か 砂利

”
と し て 採堀 され た が ， 下流地域 で は砂泥

の 量が多く， 現河床 の 場合 もそ うで あ っ た よ うに，か （稼）

行 され る こ と は 少 な か っ た。

　
一

方 ， 段丘 レ キ層 に は 垂直的な岩相変化 も認 め られ る 。

段丘 レ キ 層 の 上 限は 多 くの 場合粒径 を減ず る e そ して 砂 ま

た は 泥の よ うな細粒質の 量 を増し ， 最表層の 土壌化され て

い る 部分 は おもに こ の よ うな細粒質の部分で あ る。こ の こ

とは段丘表面が畑 な どに利用 され る に 好都合とい え る 。 前

例 の お か 砂利採堀 の 際 ， 表層 の 土壌と細粒質部合計 1 − 2

m の厚さ は は ぎ と っ て 行な うの が つ ね で あ っ た 。 表層が 細

粒に な っ て い る理 由は それ を タイ 積させ た作用 が は ん らん

現象だか らで ある 。
つ ま り細粒物 ははん らん原土 に 当た る tr

細粒物 で表層 をな し て い る か ら土壌化作用を受 けやす い 。

　段丘 の 表土 は こ の よ うに in　situ （原位置） の 状態 で 土壌

化を受け た もの が基本と見 られ る が ， こ れ に ま じ っ て他所

か ら運搬 され て きた 風成 の 土壌物質もか な りあ る 。 し ば し

ば段丘 縁 に は 繩文期 の 遺物 ・住居 趾 が 表土中に 埋 存 し て お

り，古い 時期の もの が下 位に（黒土 の 範囲内で）ある よ うな

場合，そ の 黒土 は 風成土の 性格が強い とい えよ う。 実際は in

situ の 土 と風成 土 とが ま じ り合 っ て い る の が 普通 で あ る。

　段丘 タ イ積物 も河川上流 の 山間部に な る と当然粗粒 に な

る 。 は ん らん原土 に 相当す る 部分が見 られ る例 は 少 な くな

る 。 山間で は は ん らん 原 とい え る ほ どの もの は で きない か

らで ある 。 し たが っ て 山間の 小段 丘 面 を利用 し た畑 の 土 は

レ キ と岩片 が多い 。 亜 円 レ キ ，亜 角 レ キ の ほ か に完全 に角

ば っ た岩片 （角 レ キ ） が多い の は ，ガイ ス イ （崖錐）性物

質を含む こ とに よ る。実際，山間部 の 谷 づ た い に発達する

段 丘 とい う と，幅 は せ ま く，急斜 す る山 腹 の 途中に棚 の よ

うに 引 っ か か っ て い る 態 の もの が 多い 。しか も段丘 面 は谷

の ほ うに向か う明らか な コ ウ配 を持 っ て い る。こ の 段丘 面

　　　　　　　図一2　山間部 の 段 丘

a に比べ て b に道路を切る こ と は ノ リ面 の 崩落を招きやす い

　 　 　 　 　 　 　 　 （青木 ・羽鳥 原 図）
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図
一3　下宋 吉台地 の 地質 断面 （菊地　1969）

　　図一4　関東平野 の 地 形面 区分図 （菊地 ・羽 鳥　1969）
1，山地 ； 2．丘 陵 ； 3．下末吉図 ； 4．成 増面 ； 5．武 蔵野 面 ； 6．立川面

の コ ウ配 は，後背急斜面 の 山腹か ら供給さ れ た ガイ ス イ 物

質 が か ぶ さっ て い る な ら
一

層著 し い もの とな る。平 た ん な

段 丘 面 の 存在は い わ ば山腹途中に 設 け られ た 土 留 め え ん

（堰）堤の よ うな こ と に な っ て ガイ ス イ を貯 え ， そ うな っ

たもの は段丘 面 とい うよ リガ イ ス イ 面 と呼 ぶ べ きか も しれ

ない し ， 急斜 した 扇状地 に も似 て い る 。 し か し
一般 に 山腹

斜面 に 比べ れ ば は る か に緩斜 の 地形 で ある こ と を利用 し て，

こ こ に 道路が切 られ る こ とが ま ま あ る が ，こ れ は ノ リ面崩

壊 の 原因 に な りやす い （図一2 ）。 こ の よ うな山間 の 段 丘

の 特性 と問題点 は，奥多摩観光道の 開発に さい し て 注 目 し

た青木滋氏 の 指摘で あ る が ， 工 事
・防災もさ る こ とな が ら，

従来注意を向け られ て い なか っ た 山間部の 段丘 の 対比 ・編

年 の 上 で も重要 な課 題 とい え よ う。

　5．2．2　海成段 丘 タ イ 積物

　海岸段丘 の 面形成営力 は 主 とし て 海 の 浸食 とタ イ積 で あ

る 。 浸食と し て は波食台 で あ り，そ の さ い 伴 うタ イ 積物 は

一般に薄い 。 波食台 とい え ば現在の 海岸に も多く見 られ ，

岩磯 をな し て い る。岩質に 応 じて 凹 凸を生 じた波食台 に は

し ば し ばせ ん 孔貝 に よ る 小孔が 多数あ け られ てい る。海岸

段丘 の 断面の 露頭に もこ の 種 の 特徴を もつ 波食台の 様相を

見い だ す こ とは まれ で ない 。 後背に 海食ガイ を控 え て い る

よ うな位置関係 に あ る 局面 で は 浸食面上 に 巨 レ キ を の せ て

い る こ と もある 。
こ れ も現在 の 海岸 で よ くみ る こ とで ある 。

　 タ イ 積台 は波食台 よ り何 メ
ートル か 低い 頂面 を もつ （図

November ，1975

一 3）。タ イ 積台 か ら生 じた 海岸段丘 で ，と き に は 非常 に 幅，

面積 の 広 い もの が あ り， 海岸平野 と呼ばれ る。海岸平野 に

も新 しい もの （臨海チ ュ ウ積平野 の 多 くは こ れ に あた る）

と ， 古 い もの ，た と え ば 洪積世 の 間氷期海進がお き残 し て

い っ た もの で ，高台をな し て い る もの があ る。後者 の 例 で

最大なの は 関東平野 の 下末吉面 ，
つ ま り下末吉層

一
成田

層 の タ イ積面 か らな る 広 大 な 台地 で あ る （図
一4）。 そ の

台地 の 東 の は ずれは 常総台地 の 末端 の ガケ とな っ て 海 に面

し て お り，い か に も海岸段 丘 とい うに ふ さわ しい 。日本 の

海岸段丘 の 代表 と な る もの で あ る 。

　 こ の段丘の 西端 は 関東地方西部 の 多摩丘 陵 の 裾部 に 達 し ，

そ こ で は明り ょ うな波食台 を作 っ て い る （図
一 3）。 波食

台 の 高度は 30m 前後，こ れ をお お うタ イ 積物，つ ま D下末

吉層の 厚さは わずか 1m に すぎない 。しか し関東平野中央

か ら千葉県 に か け て は当時 の 海域 （古東京湾）中心 に あた

り， 基底面高度 は 現海水準付近 ま た は そ れ 以下 に さが る。

こ れ をみたす下末吉層 （成田層）の 厚さ は20　in 前後あ っ て，

タ イ積表面 は 完全な埋積平た ん 面 とな る。こ の 場合の 地 質

は が い し て下半が泥ま じ りの 砂 ， ときに 基底 は 泥炭質だ が，

そ れ は こ の 凹所 に 海が 侵入 した 当初 に 湿地的状況 が あ っ た

こ と を示 す。上 半は
一

様 に 砂 とな り，そ の
一部は 波食台の

上 もお お うe 最上部の 砂 は か っ 色 に汚染 し ， 細 レ キ をま じ

え た り植物根の 痕を残す こ とが多 い e こ の よ うな垂 直的岩

相変化 は ，

　海進開始→凹所湿地 の オ ボ レ 谷化 と埋積 → 高所の 波食→

　 砂 の タ イ 積 → 海退

とい う経過を表現して い る 。海退 と と もに 海成層 の タ イ積

が終了 す る だ け で な く，一
部 に軽微な浸食が 行 な わ れ る 。

浸食 は 陸化 に 応 じ て 生 まれ た 海岸平野上 の 延長河川に よ る

もの で ，海 成下 末 吉層表面 を 削 っ た 上 に 河成層 を残す こ と

に なる （図
一 4）。 武蔵野面 の 武蔵野 レ キ層や成増面 の 竜

が崎砂層な ど とよ ば れ る か っ 色砂 レ キ 層は こ の よ うな もの

で あ る。

5．3　海面変化 と段丘

　段丘形成の 主因と し て海面変化 と地盤変位 は つ ね に老慮

に上 る 問題 で あ る 。日本 は 環太平洋造山帯 に 属す る 地殻変

動の さか ん な土地柄と し て ，戦前の 段 丘 形成論 は も っ ぱ ら

地盤変位 の 側面 の み を注 目 し，海面 の 変化 が あ っ た と し て

も，こ れ を地盤変位 か ら諺捌 す る こ とは ほ とん ど不可能視
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　 図一6　多摩川 と そ の 河岸段 丘面 の 縦 断 面図 （寿円，1965　改描）

され て い た 。 南関東を 中心 とす る い くつ か の 海岸 で 発見 さ

れ て い た 含貝化石海成チ ュウ積層 ， た とえ ば沼 サ ン ゴ 層 ，

湊貝層 ， 下原貝層 な ど は ， 東京下 町 の 有楽町 貝層 と同等 の

もの と認 め られ て い た が，戦前 は こ れ ら を　raised 　 beach

deposits （隆起海岸 タ イ 積物） と よん だ こ と か ら も明 らか

な よ うに ， 海面変化 の 産物 と は みなされ て い な か っ た。し

か し
1℃ 年代測定法 が適用 され た 1950年 ご ろ か ら，世界 の

海岸各所に あ る こ の 種 の 段丘 タ イ積物 の 存在理 由に つ い て ，

海面 の 変化で ある こ とが 確証 され る よ うに な っ た 。 以来 わ

が 国 で は こ の 海進 を繩文海進，チ ュ ウ積世海進，あ る い は

後氷期海進と呼ん で い る 。
こ の

“
raised 　deposit

”
が化石内

容や層位的位置か ら，後氷期 の 気候好転期 （climatic 　 opti −

mu 皿 ） に 相当 し，氷河 性 の 海 面 変化 （glacial　eustacy ）を

受けたもの で ある 見通 しは
14C

測定以前か らない で は な か

っ た が ，海面変動 の 確証は まず最も新 し い チ ュ ウ積段丘 か

ら固 め られ た わ け で あ る。縄 文 海進 の 年代は約6000年 B ．

P ．で あ り，上昇海面高度 は お よ そ 3m 程度と され る e

　 しか し古い 時期 の 段 丘 に つ い て は ま だ十分海面変動論の

中 に くみ こ ま れ て い る わけで は な い
。 古 い 時代の 段丘 ほ ど

地盤変位の 影響は大き くこ うむ っ て い る と予期 し なければ

な らず，し た が っ て 古 い 時期 の 海面変化 の 実態 も不明な点

が多 い e

　現在問氷期海進 の 産物 と して確立 し て い る古い 段丘 と し

て は 下末吉面 の 段丘 で あ る e こ れ を作 っ た 海 進が下 末吉海

進 で あ ！，全国的 に対比 され る と と も に，世界的に も
一

つ

の 大 きな間氷期海進 と し て 対比 され得る も の で あ る （対比

論
・時代論は 後述す る ）。 こ れ よ り古い 多摩面 の 段 丘 も ま

た，そ れ以前 の 何 らかの 問氷期海進に対応す る もの と見 と

お され る。しか し多摩段丘 構成層と され て い た屏風が浦層

（海成中部洪積統）は ，最近 四 つ の 独立 な 海成層 （お そ ら

く海進 タイ積物） に識別 され た 。 こ れ に 伴 っ て多摩面 の 再

検討が 必 要 に な っ て い る。

　 下末吉段丘 は前項で そ の 地質を述 べ た よ うに ，関東平野

一連の 広 が りの 地質構成 をも っ た段 丘 で あ る a その タイ積

面 が 陸化 し た時相 は 関東
一

面 に わ た つ て ほ ぼ等 しい 。 こ の

こ とは 上 に の る 関東 ロ ーム （下末吉 ロ ーム 層） に よ っ て 判

明 し た こ とで あ る。こ の よ うに広 い 領域が 海岸平野 と な っ

て ほ ぼ同時 に 陸化す る よ うな事態は，地盤 の 隆起 で は考え

に くい こ とで あ る 。 しか もこ れ と類似 した 30m 前後の 高度
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を示す海成面 は ， 能登 の 平床貝層 の 台地 ， 東海地方の 佐浜

泥層 ， そ の 他北海道 ， 四 国 と全国 に 例 が 多 い
。 そ し て こ れ

らの 段丘 の 地質 は ， 下末吉段丘 の 地質 の 特徴 と共通 した 海

進相 を示す と同時 に，含有化石，そ れ らの 示す気候的
・
水

温的条件 も似 て お り，段 丘 面闕析度 も近似 し て い る。こ れ

らの 段丘や タ イ積物 は 共通 の 海進 の 産物 と考 え られ る 。 こ

の 海進が下末吉海進 で あ る。

　下末吉海進後の 海面は 下降に転 じ，多少 の 昇降は あ る に

し て も，そ の 後明らか な海進産物 を残す の は後氷期の繩文

海進で あ る 。 そ れ ま で の 間は主と し て低海面 の 状態が支配

的 とみ られ る 。 海退期 に形成され た段丘 も各地 に存在す る

が ， そ の 代表的な の は南関東の 立川段丘 で あ る。こ の 段丘

の 年代 は 約 3 万年 B ．P ．で ，近 い 層位か らは寒冷気候を示

す化石が多数知 られ る （
一

例 は 江古田植物化石層）。 立川

段 丘 の 形成が海面低下 した ウル ム 氷期中の
一

時相に属す る

こ とは 明 らか で あ る。

　現在多摩川沿岸に 発達 し て い る 立川段 丘 の 形態的特色 は，

図
一7　小 千谷 市付近の し ゅ う曲 した段丘 面分布 図 （杉村　1969）

　　　 斜 諒模様 の 囲 っ た部分 ： 小千谷市街地，自地 の 囲 っ た部 分 ：

　　　 信 濃川の 河成段 丘 面 の うち 比較 的古期 の も の ，そ の 中に 記

　　　 入 された 矢 印 ： 傾 き下 がる 方向，矢印の と こ ろ の 度 数 ： ＝

　　　 ウ配，走 向傾 斜の 記号 とそ の か たわ らに 記入 され た度数；

　　　 魚沼層群 の 地 層 の 傾 き を示 す。
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下流，つ ま D海側 に 向か うコ ウ配 の 強い こ とで あ る 。 最下

流部 で は し た が っ て チ ュ ウ積面下 に 覆没 し，東京湾岸部 で

は海水準下 30m の 深 さに 埋没段丘 とな っ て 存在 す る。多摩

川 に 沿 う縦断面図 で み る と，立 川面 は 現河床面や武蔵野 面

と斜交す る よ うな急 コ ウ配 を示 し て い る。河成面 に つ い て

い うな らば ， 高海面期に形成 された段丘 は 緩 コ ウ配，低海

面期 の もの は 急 コ ウ配 とな る べ きで あ ろ う。 た だ し こ の よ

うな 図式的関係が よ り古い 時期 の 段丘 に も成立す る か ど う

か は ま だ十分明 らか で な い 。

5，4　段丘 と構造運動

　前項 で は 海面変化 の 要素 を と りだ して段丘形成 を論じた

が ， そ の 場合 で も地 盤変位 の 存在 は つ ね に つ きま と う問題

で あ っ た。こ こ で は段丘 に及ぶ 変位 の 部分 を抽出す る こ と

に した い 。

　5．4．1 段 丘 面 の 変位

　河 成面 は縦断面 で み る場合，下流方向 へ 向 か うコ ウ配を

もつ こ とは 当然で あ る し ， 横断面 で み る 揚合 ， 現河谷側に

コ ウ配 を もつ の が一
般的 で あ る。こ の 傾向 が逆に な っ て い

る よ うな 異常 の 場合 に ， そ こ に 働 い た 地盤変位 の 影響を抽

出す る こ とが で き る e

　著 しい 例 と し て あ げ られ る 新潟 県 小 千谷付近 の 信濃川 の

河岸段 丘 で は，段 丘 面が河 の ある 側 と は反対の 西側 に 向か

っ て 傾動 し ， 段 丘 面 の 新 旧 に応 じ て IN4
°

の 傾斜 を示 し て

い る （図
一 7）。　こ の 地域

一
帯 で は 基盤 の 魚沼 層群 （前期

洪積統）がや は り西側 に 20°

前後傾斜 して ， そ の 西側で 向

斜軸を設 け て い る 。 魚沼 層群を変形 させ た 運動は そ の 後 の

段丘形成後も継続 し て い る の で あ る。

　ま た，再三 例 とな る 南関東 の 下末吉面は ， 関東平野 中央
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は ない
。 それ は 関東造盆地運動 に よ る変形 で あ る 。 こ の 沈

降 の パ タ
ーン は 地下 に あ る 下部洪積統 （上総層群） の 構造

に ほ ぼ
一

致 し て い る 。
つ ま り上総層群 以降の 造盆地運動 が

下末吉期以後も継続し て い る こ とを示 し て い る。

　 さ らに
一

段高 い 多摩面 は 分布 が 関東盆地周辺部に限 られ

て い る。面 コ ウ配 は 関東盆地中央に 向 か っ て 2 〜3 °

で あ

る 。 周辺 に 発達す る多摩面の 多くは 陸成面 で あ るか ら，本

来若干 の コ ウ配が あ る べ きな の は 当然だ が， 2 〜3 °

は そ

の 自然的 コ ウ配 をは る か に 上 まわ る。明 ら か に 下 末吉面 よ

り強く造盆地運動 の 影響を受け て い る 。 多摩面 に伴う多摩

ロ
ーム 層は 平野中央部 で は チ ュ ウ積面下 200m に覆没 して

い る の で あ る 。

　運動を続け る構造盆地 に 段丘 が作 られ れば，古い 段丘 ほ

ど盆地 中央 で は沈下，覆没す る こ と に な る。一
方，盆地縁

辺 の 山地側 は隆起傾向 に あ る もの が多い
。 隆起す る 山地 に

で き た 段丘 は ，こ れ また残 りに くい 。 そ もそ も山地内の 段

丘 は 広 い 平 た ん 面 を もた ない 。 しか も隆起が は げ しければ

そ の 保存も開析に よ っ て困難 とな る 。 関東の 西南隅に あ る
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図一8　関東平野 の 下末吉面 の高 さの 分 布図 （Naruse，　1966）
　　　 党模様 ： III地 と丘陵 （単位　皿 ）

　　　 本図 の 下宋吉面 に は わ ずか 低 い 成 増面な どが 含 ま れて

　　　 い る が沈降の パ タ
ー一

ン に は大 きな影響 を与え な い

下総台地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
図一9　武蔵野台地 ，下 町 低地，下 総台地 の 洪積層

　　　　（成 田層群 ） の 関係を示す概念的断面図

大磯丘 陵は相当部分が武蔵野期 の 面 形成 に 属 す る が ，そ れ

以後約 5万 年間に受 けた隆起 は最大実 に 300m に 達す る 。

こ の よ うな揚合，本来の 平 たん面 は完全 に消滅 し さ っ て い

る 。
つ ま り段丘 は沈降 し て も隆起 し て も残 りに くい 。 山地

側 の 隆起 ， 盆地側の 沈降をシ
ー

ソ
ーに 見た てれ ば，支点 に

当た る 中立地帯 の 付近が古期段丘 を保存す る に最も適 した

地帯だ とい え よ う。 関東の 多摩面丘 陵の 分布 は ま さ にそ の

よ うで あ る （図
一8）。

　5．4．2　タ イ 積盆中の 段 丘相当層

　地下 の 段丘，つ まり海面変化 の た め に埋 没 し た 段丘 な ら

ば，立 川段丘 の 例 で 触れ た 。 本来海面上 に作られ た段 丘 が

単に埋没 し た もの な ら，段 丘 と し て の 地 形 も地質 も保存 し

て い る こ と は ボーリ ン グで 確 か め られ る 。 しか しは じ め か

らタ イ 積盆 に タ イ積し た地層 で ある と，時代は た とえ 同期

で あ っ て も，段 丘 タ イ 積層 と対応をつ ける の が困難 で あ る。

　東京付近 の 段 丘 タ イ積層と こ れ に続 くタ イ積盆 の 地層 と

の 関係 に つ い て ， か つ て 筆者ほ か が得 た概要は つ ぎの よ う
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で あ っ た 。 図
一9 の 左 端 に お け る 武蔵野 台地 は，地形面的

に は 武蔵野面 と と もに 下末吉面 お よ び 下末吉層が存在す る，

下末吉層基底 の レ キ 層 を東 （図 の 右方） へ 追跡する と地下

で 何枚 か に 分 かれ る 。 右端下総台地 は一帯が成 田層 （下末

吉層）分布域 だ が，図中 の G2 レ キ 層 は そ の 基底 の レ キ層

と思 わ れ る 。 こ れ よ り下 に Gs
，
　 G

， な どの レ キ層があっ て，

こ こ で は い くつ か の タ イ 積 の サイ ク ル が 存在す る よ うに 見

え る 。
G

， 以下 の レ キ 層は お そ らく多摩面段 丘 群 の どれ か

に 対応す る もの で あ ろ う （多摩面は少 なくと も 2 段 に 分 か

れ ，また 多 摩 面 構成層 と い わ れ た 屏風 が 浦層 は 4 層に 区分

され る ）。 東京東部 に 向 か っ て G3以下 の レ キ 層が 分 か れ，

地層全体 の 層厚 が増して い る の は，一
つ に は 海面変化 で あ

り，もう
一

つ に は タ イ積 盆 の 沈 降運 動 で あ ろ う。

5．　5　段丘の 区分対比 と編年

　5．5．1　段丘 面対比

　異 な る地域間の 段丘 の 時代的同等性 を判断す る （対比）

こ とは ， 段 丘 の 形成史 を知 る 上 に必 要な手順 で あ る。も し

段丘面 の 高度 が 海水準変化に の み支配 さ れ て い る な らば，

段 丘 対比 は 高度に 依拠すれ ば よ い
。 しか しそ こ に地盤変位

の 有無 や 量を証明す る こ と が困難で あ る 以上，高度に依拠

した 対比 は きわめ て 不安 で あ る 。 日本の よ うな 地殻変動 の

多い 土地柄 か らの 帰結 と し て ， 戦前 は 関東平野 と い う
一

つ

の 平 野 の 中で さ え，段 丘面 の 対比に は 確信がお きがた か っ

た 。

　関東 ロ
ーム の よ うな火山灰層 （テ フ ラ） の 存在 は ， そ の

点きわ め て 有効 な 地 形 面 対 比 の 鍵 を提供す る。関東 ロ ーム

層 の 層序 区分 は 段丘 発達とみ ご と に対応 して い る（図一10）。

高位 の 古い 段丘 ほ ど古い ロ
ーム 層を累加 して い る，とい う

原理 が ロ
ーム 層区分 の 原理 で あ る と同時 に，段 丘 区分 の 基

礎，段丘 対比 の 基礎 とな る の で あ る。

　 こ れ に 加 え て U 一ム 層中，あ る い は ロ
ーム 層下 に 横た わ

る段 丘 タ イ 積層中か ら，
1
℃ 年代測定資料，花粉分析資料

や大型植物遺体 の ような気候 を判定す る材料 ， そ の 他地史

的状況，年代を示 す よ うな動物化 石 が 得 られ る 揚合 もし ば

しば あ っ て ，最近 20年 の 間に 段丘 対比 や 年代論は 長足 に 進

歩した。つ ま り段丘 の 問題 は 地形的側面 だ けで は 解決 し得

な い 。地質学的資料 と の 総合が 不可欠 な の で あ る。

　 5．5．2　段 丘 区 分 の 問題

　 とは い え，段丘の 地形 そ の もの に つ い て も， じつ は十 分

明確 で な い こ とがあ る 。それ は 段丘 区分 の 問題 で あ る 。一

地 威の 段丘 配列 を何段 に 区 分す る か とい うの は ，き わ め て

初歩的，基礎的な こ との よ うだ が，意外 に地史的総合を背

景 に 判断 し 直さ な け れ ば な ら な い 問題 を含 ん で い る。地 史

的資料が 増加 し ， か つ 総合すれ ば ， 何段に グル ーピ ン グす

る か ， どれ が副次的一付随的な もの にすぎな い か ， とい う

判断 の 変更 が あ り得る の で あ る 。

　た とえば ， あ る地方の 段 丘 が 多数 の 段 か らな っ て い た と
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図一10　関東 ロ ーム 層 と段 丘 との 関係

　　　　（関 東 ロ ーム研 究 グル ープ ，
1965）

す る 。 こ の うち あ る も の は 発達 が 小 規模 で 水平連続が せ ま

けれ ば ， 高度的 に近 い 隣接 の 段 丘 の 付属 物 と し て グル
ーピ

ン グされ る こ とが ある。だ が そ の よ うに ひ と ま とめ に して

よ い か どうか の 判断 は ， 地形 だ け か らは 即 断 で き な い の で

あ る。

　例 を関東に と ろ う。広 い 海成面 で あ る下末吉面 は 海成下

末吉層に よ つ て 作 られ ，下 末吉 ロ ーム 層 の 全 層準 を の せ て

い る面 で あ る。こ れ よ り低位 の 武蔵野面 は 主 と して 河 成，

一部海成 の 武蔵野 レ キ 層 タ イ積面 で，下末吉 ロ
ーム 層を欠

き， 武蔵野 ロ
ーム 層を の せ て い る。とこ ろ が 最近，武蔵野

面 の 広 が りの 中 に ， 下末吉 ロ
ーム 層を上半部 だ けの せ る 中

間的 な 面 の 存在す る こ とがわ か っ て きた。図
一4 の 中 で は

こ れ を成増面 と記 して ある 。
ロ
ーム 層下 の タイ 積層 は 従来

の 呼 び方 に従 えば 武蔵野 レ キ 層 で あ る 。 しか し こ れ に の る

ロ ーム 層 と し て 少 しで も下 末吉 ロ
ーム 層が存在すれ ば こ の

面を下末吉面 とす る か どうか とい う形式上 の 論議があ る わ

けだが，形成史 か ら考 える と， そ れ は 下末吉海進 の 海が海

退 に転じて 以降残 され た 過 渡期的 な 面 で あ る 。 そ こ で こ れ

を下末吉面 に付属する性格の 面 と して 扱 うこ と もで き る の

で あ る。海成 の 本来の 下末吉面 を Si 面，こ うい う途中的

段階 が い くつ か あれ ば，そ れ ら を S2，　S3……と して ，合わ

せ て S面 グル
ープ とい うよ うに グル

ープ区分す る こ と も考

え られ る で あ ろ う。し か し こ の 考え を延 長す る と，従来 の

武蔵野面 ま で
“ Sn”面 と し て ，　 S グ ル ープ に 含まれ て しま

うか もしれない 。 だ が，S
，
→ S2→ と下 が っ て行 っ た海面が

再 び 上 昇 に転 じ て 武蔵野面を生 じ た とい うこ とが 明 らか と

なれ ば，武蔵野面 は S グ ル
ープ で は な く， 独 立 の 区 分単位

とす べ き で あ る。実は こ の へ ん の こ とが 南関東 で必 ず し も

決定的 に 明 白に な っ て い な い の で ある 。だ か らい ま の と こ

ろ 武蔵野面 （M 面）は 武蔵野 ロ ーム だ け （下末吉 ロ
ーム を

伴わ ぬ） とい う形式上 の 指標 に よ っ て ， 従来どお り下末吉

面 とは 別 個 の 独 立 の 区 分 単位 の ま ま に な っ て い る。場合 に

よ っ て は 将来下末吉面群に グル ーピ ン グされ る こ と もあ り

得 る の で あ る 。

　区分 の 背景 に つ い て は こ こ で こ れ 以上 詳 論で き な い が，

も う
一

つ こ れ に 関連 した こ とで 区分 の 限度とい うもめを指

摘し て おきた い 。それ は い ま触れ た S − M 中間面 に関係

する e 中間面 と い っ て も下末吉 ロ
ーム 層 の どの 層準 か ら上

をの せ るか で ， 実際 S2
，
S3，と幾段階 か に 分け られ そ うに

土 と基 礎，23− 11 （213）
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見 え る 。 だ が こ うい うロ
ー

ム 層位 の 僅少 の 差 は必 ずし も段

丘面 の 高度 の 差 に な っ て 現われない 。 し た が っ て段丘 ガイ

も認 め られ な い 。段丘 レ キ 層 と共 に段 丘 面 は一連な の で あ

る 。 実際問題と して は，た とえ 面形成 の 時相 に 若干 の 差は

考え られ て も，面 の 細分 は 困難 なの で あ る 。

　 こ の よ うな事例 は 立 川 段 丘 に もあ る。段 丘 面 も段丘 レ キ

層 も完全 に
一連だ が ， 場所 に よ り立川 ロ ーム 層 の 全層序 を

の せ て い た り， 上半部 し か の せ ない ，とい うよ うな こ とが

至 近距離 の 間 に 存在す る （一般 に立 川 段丘 の 上流 の ほ うが

の せ 方が少ない 。 し か し横断方向の 変化もあ る）。　 こ れ は

立 川 面 各所 に お け る 離水の 時相に 差が あ る こ と を意味 し て

お り，一つ の 原因 とし て は 河 の 中州的状況の よ うな 地理 的

条件もあ る と見 られ る。

　武蔵野 レ キ層 に して も立 川 レ キ 層 に し て も，

一連 の 段丘

タイ積物 の 表面が時間的に 必 ず し も完全 に 等 し くは な い
，

とい う事情 は ， 図
一 1 に お け る タイ積段丘 の シ ェ

ー
マ か ら

も予想 され る 。 す な わ ち，こ の 図 に お け る 段丘 の 段差が き

わ め て小 さくて ， ほ とん ど一
つ づ きの 平面 に 近 い よ うな場

合に あ た るの で あ る 。だ か ら面 に よ るわずか の 時相 の 差が

火 山灰 の 乗せ 方 に 多少 の 差 を もた らす こ とは あ り うる。し

か し こ の よ うな小 さい 段差や火山灰層 の 差 に よ っ て 面区分

を細分化す る に は 限界があ る。そ の 地域
一

帯 を含む 距離に

わ た っ て その 区分が普遍性をもた な けれ ば地史的 に 有意 の

区分 とは な りえな い 。 そ れ は地層 の 区分単位の 場合 とよ く

似 て い る 。

　5．5．3 段丘面編年

　海岸段 丘 の 世界的標準の 代表と して 地中海地域に お け る

区 分 は有名で あ る。海岸段 丘 を作 る 海成層 は ア ル プス の 氷

河 タ イ積物との 関連 で ， 氷期 ・問氷期 の 対応の もと に 区分

編年され て い る 。 段丘面高度や海成層発達高度 か ら推定さ

れ る海面変化曲線 は，図一11の よ うで ある。当然古 い もの

ほ ど確実さが低い か ら，
こ の 図か ら海面高度が昔 ほ ど高 か

っ た と断言す る こ とは ま だ で きな い 。イ タ リア に 限 らず，

どこ で も海岸段丘 は古い も の ほ ど高位 に あ る。そ れ は第四

紀 に入 っ て か ら地球上 の 起伏の 増大
一

海溝や海盆 の 深化一

を予 想 させ る。だ が こ れ と同時 に 段丘 地形 とい うもの が前

節 で も述べ た よ うに ， 地 盤 変位量 の 少 な い
， な い しは隆起

は あ っ て も著 し くない 程度 の 場所に 保存 されやすい ， とい

う事情も考慮 し て お く必 要が あ る。だ か ら こ の 図の 曲線 で，

第四紀初頭の 海面高度 の 値 が 図 の とお りだ っ た とは 判断 で

き な い
。 後期の もの な ら新 し い もの ほ ど本来 の 海面高度 に

近 い と考え て よ い だ ろ う。

　 日本で段 丘 区分の 標準 に な っ て い る南関東の 4 段丘 につ

い て は 図
一10に示 した。これ ら を世界的な 氷期 ・

問氷期 の

編年の 中に 対応 させ る と，ま ず 最低位 の 立 川 段 丘 は，現海

水準下30m の 深 さに覆没 し ， した が っ て 低海面期の 形成 で

あ る こ とは 明 らか で あ る 。 タ イ積物中の 植物化石 が示す寒
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図一11 海 成段 丘 （イ タ リア ） に よ る海 面変化 （Valentinに よ る）・

冷気候 ，

1℃ 年代 が 28 ，000 年 B．P．前後で あ る こ と か らい

っ て ，第 4 氷期 （ウル ム 氷期）中の Wll 亜氷期の こ ろ とみ

られ る（図
一 5参照）。全国各地 の 低位段丘 の 多くは，一

応

立川期に近 い もの と見 られ る が ， 詳細 にみ る ならウル ム 氷

期中の い ろ い ろ な時相 に属す る よ うで あ る 。

　問氷期海進が残 した段丘 と し て は，最 も顕著なの は下末

吉段 丘 で あ る 。 下末吉海進 は 最終間氷期 （リス
ー

ウル ム 間

氷期， R ！W ）と多 くは そ う考えて きた。その 場合 ， 武蔵

野段丘 は 後下末吉期 の 海退 の 途 中 に で きた 段 丘 と して ，ウ

ル ム 氷期初期 とい うこ とに なる 。 しか し下末吉面高度は 全

国的 に み て 30N40m あ り ， モ ナ ス トリァ ン （R ！W ）海進

と し て は高すぎ る とい わ れ て きた 。 む し ろ
一

つ 前 の チ レ ニ

ア ン （M ／R ）海進 の 疑 い が もたれ て い たの で あ る。最近 の

下 末吉 ロ
ーム 層の 絶 対 年代測定値 は そ の 下限 にお い て 約13

万年 B 、R 程度 で あ る こ と が知 られ て き た。 した が っ て 下

末吉海進は こ れ よ り古 い 値 を もつ べ きで，チ レ ニ ア ン 海進

に 比 定する 見込 み が一
層強 くな っ た。こ の 観点か らす る と

武蔵野 レ キ層 は
一

部 に 海成部分を含み ， 比較的高海面期の

産物で あ る こ とか ら， こ れ が モ ナ ス トリア ン つ ま DR ！W

に な りそ うで ある 。

　最も高い 多摩面は下末吉面 よ りは る か に開析 され ，従来

屏風 が浦海進と称ナ る海進 の 産物と されて きた。だが こ の

海進 を定義 して い た屏風 が 浦層は，最近中期洪積世に お け

るい くつ か の 海進性 タ イ積物に分解さ れ る こ とに な っ た 。

し た が っ て 多摩面 と よん で い た地形面も年代的にか な り幅

を持つ わ けで ， あ らた め て 検討の 必要 が あ る。

　段 丘 は 地 形 だ け見 れ ば簡 単そ うに 見 え る事物で あ る。繰

り返す よ うだ が ， 段 丘 は地 形 だけで は きめ かね る こ と が 多

くあ る 。 地質全般の 総合，特 に第 四 紀 の 地史的総合 の 中か

ら，こ の 地形 の もつ 意味が 明 白に され る こ と に な る 。わ が

国の 段丘 は ま だ ま だ未解決 の 基礎的問題 をか か え て い る と

い わ な けれ ばな らな い 。

　　　　　　　　　 参 　考 文　献

　多少新 知見 にっ い て も引用 した 個所 がある が 本稿で は 論文 関係

は 略す。段丘
一般 に つ い て は 自然地理学関係の 図書に 多い 。 段丘

の 第 四紀地 質学的 な 内容の も の と して は，「第四紀 」 （共立 出版 地

球科学 講座 ），「第 四紀 」 （上 ） （地学双書）， 南関東の 地形・地 質に

っ い て は 「関東ロ
ーム 」 （築 地 書館 ）な どをあ げる。
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