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三 角州 と の で あい

　私 の 郷里 は 「焼蛤」 や 「七 里 の 渡 し 」 で 知 られた伊勢 の

桑名で あ る 。
こ の 町 は濃尾平野 の 西寄 りを流れ て 俳勢湾に

入 る揖斐川河口 の 右岸に あ る か ら揖斐川は な じ み の 川 で あ

っ た。小 学生 の とき，こ の 川 とす ぐ東隣りの 長良川 をま た

い で ， 国道一号線に伊勢大橋が開通 し ， 祝賀の 渡 りぞ め に

加 わ っ た が ， その 長 さ は 1，005m あっ て ， 当時（昭和 9年）

東洋一の 道路橋だ とい わ れ た もの で あ る。桑名の 市街か ら

桜 の 名所 だ っ た桜堤 に そ っ て揖斐川をさか の ぼ り， こ の 橋

を渡 る と， 広い 川 が ゆっ た りと流れ ， 岸辺 に は ヨ シ が生 い

茂 っ て い る の が な が め られ た 。一
号線を名古屋 の 方 に 進 む

と木曾川 に か か る 尾張大橋が ある が，こ れ を渡 っ て 津島神

社に詣 で た の は中学 の
“

行軍
”

の 折 だ っ た 。 当時 こ の あ た

りの 濃 尾 平野三 角州 は 春に は 菜 の 花 が美しか っ た が，菜種

は高い うね に植 え られ ，鍬をふ る っ て高い うね を作る労働

は大 へ ん な こ と だ と感じた 記憶があ る。

　木曾 ・長良
・揖斐三 川 の 改修 工 事 の 話 は 子 供 の こ ろ か ら

聞 か され て い た が，濃尾平野 の
「輪中」 に 興味を覚えた の

は 地理学科 の 学生 に な っ て か らで あ り，平野 の 地下構造を

知 る よ うに な っ た の は 昭和 30年 ご ろ か らで あ る。さ ら に こ

の 平野 で の 地盤沈下 の 著 し さに なん ともや りきれない 思 い

を し た の は，昭和34年 の 伊勢湾台風 の 水害被災地 と な っ た

郷里 に急 き ょ 帰 っ た と き の こ と で あ っ た 。

　濃尾平野 の 三 角州 と は こ うい うつ き合い があ っ た もの の ，

自分 で 三角州 の 調 査 を手 が けた の は，東京 湾沿岸の 三 角州

に始ま る か ら，そ の 話を最初に と りあげよ う。

東京湾の 三 角州
一

日本で の円弧状三 角州 の典型

　日本の 海岸線の 地図を書き うつ す とき ， 東京湾ほ ど書き

に くい と こ ろ は ない
。 海岸線の 形が人 工 に よ っ て，幾何学

的 な が ら非常 に 複雑 だ し ， そ の うえ ， 年 ご と に 埋 立 て や 港

湾造成に よ っ て 形 が変化 して い るか ら，最新 の 地図 で さえ

正確 な現況を示 し て い る とは い い が た い 。恐 ら く東京湾 の

海岸線ほ ど長距離 に わ た っ て 人工 的改変を受 けた と こ ろ は

世界に あ る ま い 。し か し，今 の 複雑 さに 比べ て，20世紀初

め ご ろ の 東京湾 は，横須賀あ た りの 入江 の 多 い 岩石海岸 と
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図一2．1 東京湾の 三 角州
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江 戸時代 か ら埋 立 て が あ っ た 東京港 を別 とす る と，非常 に

な め らか な海岸線をも っ て い た。 図
一2．1 に あげた の はそ

の こ ろ の 海岸線で ある 。

　 こ の 図 に は 5 箇所 に 三 角州 が は り出 し て い る の が み え る 。

西岸 か ら時計回 りに あげ る と，多摩川 ・江戸川 ・養老川 ・

小 櫃川 ・小 糸川の 三 角州 で あ る。こ の う ち，江戸 川 ・養老

川 ・小糸川の 三 角州 は 河口 部がや や と が っ て い る が，他の

二 つ は 典型的な円弧状三 角州 （arcuate 　delta）をな して い

る。日本 に は 東京 湾 ほ どに 円弧状三 角州 が み られ る と こ ろ

は ほ か に な い
。

三 角州 が 円弧状をなす こ とは 後 にみ る よ う

に三 角州の 浅い 地 下 や 三角州前面 の 浅海底が主 に砂 よ りな

る とい うこ とで あ り， そ の こ とが 東京湾 の 埋 立 て に よ る土

地造成 を容易 に した 自然条件で もあ る の だ が ， さか の ぼれ

ば 三 角州前面 の 遠浅 の 砂質海岸に 江戸時代 か ら ア サ クサ ノ

リの 養殖 が お こ り，ま た ア サ リ ・ハ マ グ リ な ど の 養殖や潮

干狩が盛 ん に行なわ れ た ゆ えん で もあ る。

　東京湾西岸 の 東京 ・川崎 ・横浜 で の 港湾や工 業地帯の た

め に湾岸が改変され た の は 大 正 時代 に 始 ま る が，東岸 の 京
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葉 工 業地帯 の 土地造成は ， 日本 の 高度成長が進み か け た 昭

和 35年 （1960年）ご ろ か ら急テ ン ポで始め られ，現在 で は

東京湾岸 で 自然の 海 浜 が残され て い る の は 小 櫃川三 角州 の

一
部 だ けに な っ て しま っ た 。

　千葉県 は 昭和35年 ごろ か ら臨海工業地帯造成の た め の 基

礎地盤 調査 を始 め ， そ れ に は東大生産技術研究所の 三木研

究室 が 当た っ た が，私 も地形 ・地質の 立 場 か ら加 わ る こ と

に な っ て ，ボーリ ン グ地点 の 選定 に は じ ま り，
コ ア の 観察 ，

柱状断面や 土質試験結果 の 解析 か ら地盤図 の 作成 ま で の 全

過程に 関係 した 。 調査地域は 江戸川 三 角州 か ら富津岬 ま で

の 80km にわた っ た。ボーリ ン グは主 に水深 10m 以浅 の

浅 海 で行 な わ れ た が，チ ュ ウ積層 の 構成を理 解す る た め に

は ， 埋 立 て 予定地 で は な い 陸上や 10m 以深 で も調 査 の 必要

が あ る と説い て，そ うい うと こ ろ で もボ ーリ ン グが実施 さ

れ た 。 こ の こ とは結果的 に は チ ュ ウ積層 に埋 もれ た埋 没谷

の 姿を明 らか に し ， 地盤図を完成す る の に大層役立 っ た 。

また，陸上や海底 の 地形か ら予想して い た チ ュ ウ積層の 厚

さや そ の 構成 が ほ ぼ 当た っ て い る の を知 り，地 形発 達史 の

知識が地盤調査 に 有用 で あ る こ と を確か め る こ とに もな っ

た。その こ とを三角州 に つ い て 具体的 に述べ て み よ う。

　 ま ず陸上 の 三 角州平野 に つ い て み る と ， そ の 海側 へ 低下

する コ ウ配 は 多摩川 三 角州で 1！100〔｝弱，江戸川三 角 州 で

約 115000，養老川 ・小櫃川 ・小糸川 三 角州 で 111000 強 で

あ る 。 と こ ろ で 日本 の 多くの 河川 に つ い て い え る こ とだ が ，

川 の コ ウ配が 1／1000 と い うの は 河床 に レ キ があ る か な い

か の 境目 に ほ ぼ当た り，コ ウ配が こ れ よ り小 さい と河床 は

砂 か らな り， 平野 の 地質は 砂 と泥 （シ ル トと粘土）か ら な っ

て レ キは な い 。 養老川
・
小櫃川

・
小糸丿IIで は 三角州の コ ウ

配 は 1／1000 強で あ る が，川 自体は曲流 し ，
コ ウ配 は 111000

以下 だ か ら砂河床 と な っ て い る 。 こ うい う陸上地形か らの

予想 に た がわず，こ れ ら三 角州の 地質が 砂 と泥 か ら な る こ

とは ボ ーリ ン グに よ っ て 確か め られ た 。な お，5 つ の 三 角

州 の 表面 の 微地形 を地形図や空中写真で み る と， い ずれ も

昔の 曲流流路 の 跡 がか な り残 され て い る 。 ま た昔 の 海岸線

に 沿 っ て で き た と 思わ れ る砂 州 や 浜 堤 （波 が打 ち 上げた 砂

レ キ の た か ま り）がみ られ る。こ れ らの こ とは 円弧状 の 海

岸線の りん か く と と もに，三 角州 の 地下 に は広 く板状 の 砂

層 が 分布す る こ と を予 想 させ る材料 で あ る こ とが後 に わ か

っ て きた 。

　 つ ぎに 東京湾の 海底地形をみ よ う。そ の 概要は 図
一2．1

の 等深線 か ら読め る よ うに ， 湾底 は水 ee　5〜　10m の ，コ ゥ

配が比較的急 な 地帯 で 2 つ に 区分 で き， それ よ り浅くて 平

た ん な浅海底 と，それ よ り深 くて 平 た ん な海底よ りな る。

こ の 浅海底 の ほ うが，ノ リや貝 の 養殖地 で あ り，埋 立 て 造

成地帯 で もあ る。こ の よ うな海底地形 は 三 角州 か ら沖合 に

か け て の 断 面 図を作 る とい っ そ う明 らか に な る 。そ こ で 図

i2 ．2 に は
， 江戸川 ・多摩川 ・養老川 ・小櫃川 の 三 角州の

地形断面 を描き，つ い で に ボーリン グに よ っ て わ か っ た表
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図一2．2 東京湾 の 4 っ の 三 角 州 の 断 面 と円弧状 三 角州 の 構造

層部の 構成を， タ イ積物を砂と泥 に大別 して 記入 してみ た 。

　砂と 泥 の 区別 は 地盤 と して も意義があ る が，地質の 区分

と して も両者は 運搬 され方や タ イ積 した場合の 形態に違 い

が 生 じる の で 重要 で あ る 。 運搬 され方に つ い て い うと ， 砂

は 動か され やす い （初動流速は 小 さ くて よい ）が沈み や す

い の で 水底近 くを掃流 され ， 泥 は 沈着して い る もの は動か

され に くい （初動速度 は砂 よ り大きい ）が ，

一た ん動けば

沈 み に くく，長 く水中に 浮流する 。し た が っ て ，砂は川や

海岸線 に そ っ て 線状または 帯状に 運搬 され て タ イ積し， 泥

は 洪水時に 陸上 に ハ ン ラン す る に して も， 河 口 か ら海中に

運ぱれ る に し て もうす く面状に 広 が っ て タイ積す る の が一

般 で あ る。

　 さて 図
一2．2 に よ る と ， 三 角州 の 平 た んな表面 （三角州

面）は 陸上部分 と海底部分があ る こ と，そ の 前方は 急に 深

くな っ て ，
い わ ば三 角州の フ ロ ン トをな す こ と （こ の 斜面

を 前置斜面 とい う），さ ら に海側 に は 平たん な海底面 （底

置面）が あ る こ とが明 ら か で あ る 。つ ぎに そ の 内部構造を

み る と ， 図に書い た よ うに，前置斜面 よ り陸側 で は砂層 が

上 に，泥層が下 に重な る の に 対 し て，海側 で は 泥層 の み が

あ る。こ の よ うな構成 は ボ ーリン グ実施前か ら予想して い

た とこ ろ で あ っ た 。 なぜな ら円弧状 三 角州 で は，川 が運搬

し て きた砂は一た ん河 口 付近 に タ イ積す る が 後 に波や沿岸

流 に よ っ て 海岸ぞ い の 地帯 に タ イ 積 し，泥 は 沖合い に 漂 っ

た後，広 く海底に タ イ積し ， そ れ らが繰 り返 され て 三 角州

土 と基礎，26− 8 （246）
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が 前 進 す る こ と が知 られ て い る か らで あ る 。 図一Z2 の 最

下段は そ の過程がわ か る よ うに，同時代の 砂 と泥 を一連 の

点線と実線 で 表わ して 描 い た 模型 で あ る。

　 そ うい う次第で，江 戸 川 三 角州 の よ うに前置斜面 の 比高

（上下間の 高度差）が小 さけ れ ば砂層が薄く，多摩川や 小櫃

川三 角州 の よ うに比 高が大 き けれ ば砂層が厚い こ とが予 想

され て い た が，ボ ーリ ン グ の 結果 は ま さ に そ の とお りに な

っ て い て ， 前置斜面 の 比 高 は ほ ぼ砂層の 厚さで あ る こ とが

実証 され た。つ い で に い うと， 前置斜面の 比 高 を き め る の

は 主 に，三 角州 が 前進 し て ゆ く前面海 底 の 水深 で あ る。

　 な お ， 前置斜面 の 傾斜も陸上 の 地形 と関係がある よ うで

あ る。三 角州面 の 陸上 コ ウ配 が ゆ る い 江戸川三 角州で は，

川の 運瘢す る 砂 が 細粒 で あ る が，そ れ が よ り急 な 多摩川 な

どで は砂 は 粗粒 で あ る。そ れ ら砂 の 粒度 の 違い が 前置斜面

の 緩 ・急 と し て 反映 され る もの ら し い 。

　図
一2．2 で は 4 つ の 三 角州 か ら一本ず つ の 断面 線 を選 ん

で 書 い て あ る が，円 弧状 三 角州な ら円弧 の どの 部分で 断面

を 選 ん で も ほ ぼ同 じ構造が書 け る。つ ま り東京湾岸 の 三 角

州 で は陸上 三 角州面 で あれ海底三 角州面 で あ れ，砂層の 厚

さ に は多少 の 局地的差異が あ る に せ よ，板状 に 砂層が広が

り， そ の 下 に は や は り板状の 泥層が広 が っ て い る 。 そ こ で

こ れ らを
一

般 に チ ュ ウ積層の 上部砂層
・
上部泥層（粘土層）

と呼 ん で い る。

　 こ の よ うな板状 の 上部砂層 の 存在は 東京湾沿岸 の
“

開発
”

に と っ て 非常 に 好都合 で あ っ た。上部砂層の 、V 値は 粒径 の

小さい 江戸川 三 角州 で は 1〜20 と やや小 さい が，養老川 ・

小櫃川 ・小糸川 三 角州 で は 10〜50で あ り， 軽量構造物の 支

持地盤 とな る し，水深 5m 以浅 の 浅海ならど こ の 海底 に も

あ る 上部砂層 は，こ れ をサ ン ドポ ン プ 船 で 吸い 上 げ て 港湾

用の 凹地 を作る と と もに 埋立 て が で き る とい う，一石 二 鳥

の 土地造成を可能に し た の で あ っ た。東京湾沿岸 の 自然が

臨海工業地帯 の 開発 の た め に す こ ぶ る恵 まれ て い た こ とが，

か え っ て 東京湾岸の 自然を全面的 に失わ せ ，東京湾の 水 を

汚染す る こ とに な っ た の は ， 人 知 の 浅 さ とい うべ きか 。

ミ シシ ッ ピ川の 三 角州

一 典型的な鳥趾 状 三 角州
一

　東京湾岸の 地盤調査 を始め て 後，昭和41年に ミシ シ ッ ピ

川 の 三 角州 を訪れ る機会 を得た 。 世界的 に有名 な そ の 三角

州を実地 に み た い と思 っ た こ と と ， ミシ シ ッ ピ河畔の 町 ，

バ ト ン ル ージ ュ に は ル イ ジニ ア 州立大学所属の 海岸研究所

（Coastal　Stu〔ly　 Institute） が あ り， そ こ で 活発 に行 な っ

て い る 三 角州や海岸 の 地形 ・地質の 研究 を知 りた い と思 っ

た こ とか ら，短 期 間な が らバ トン ル ージ ュ に 滞在 し た 。

　 さて 2 月の 中旬 で あ っ たが，テ キサ ス 州か らバ ス で ル イ

ジ ア ナ 州 に 入 る こ ろ に は，窓外 は 半乾燥 の 草地 か ら，松林

や 広葉樹林 の あ る 風景 へ と変 わ っ て お り，さ ら に 東 へ 進む

と，ス パ ニ ッ シ ュ モ ス と呼ばれ る地衣類 が 木 にぶ らさが る

August ，1978

講　　座

の をみ る よ う に な る 。 湿 地 が 増 え，川 も増 え る。そ うい う

水郷的風景を な がめ て バ トン ル ージ ュ に着く直前，バ ス は

ミ シ シ ッ ピ川 の 橋 を渡 っ た 。 それ は 予 想 して い た大河 で は

な く，川 幅 は 木曾 川 や 利 根 川 と ほ とん ど同 じ く らい で，一

見 目本 の 大きい 川 と似て い た 。 橋の 長さ も伊勢大橋 と大差

な い 。地形図 で 測 る と川 幅は 約 lkm で あ る。現地 で み る

と初 め て 気 付 く こ とが あ る も の だ。ど う もお か しい と思 っ

て地形図 をみ る と ， 日本 の 川 と は ま る で違 うこ とを発見 し

た 。 そ れ は 川 の 深 さ で あ る 。 1／62，500 の 地形図 に は川 の 水

深 が数字 で 沢 山書 い て あ っ て ，
100 フ ィ

ート （30m ）前後 の

と こ ろ が多い 。 日本 の 地形図 に は 川 の 水深 の 記載は 少 な い

が ， その 値や河床断面図をみ る と ， 利根川で も木曾
・
長良

・揖斐 で も，下流部 で せ い ぜ い 4〜8m とい っ た と こ ろ で あ

る 。 洪水時 で も水深 が 15m を越 え る こ とは多くな い だ ろ う。

一
方，ミ シ シ ッ ピは 堤防 が 低 い か ら，洪水時 で も平水時 よ

り水面 は そ う高 くは な らな い の だ ろ うが，川 は 河床 を掘 り

さげる こ と 150 フ ィ
ート （45m ） に 及ぶ そ うだ か ら ， 洪水

時 の 水深 は50m を越 え る こ とに な る 。

　 バ トン ル ージ ュ に つ い た 翌々 日に は ，海岸研究所長の マ

ッ キ ン タイ ヤー （Mclntire ）教授が ミ シ シ ッ ピ の 下流 を 日

帰 りで案内 し て くだ さ る こ とに な っ た。早暁に ，ボー
ト を

引い た車で バ トン ル ージ ュ を発 ち，下流 の 大都市 ニ ュ
ーオ

ー一り一一
ン ズ を経，そ の 東方 の 道路 の つ きたとこ ろ で 水路 に

ボートを浮か べ ，ミシ シ ッ ピの 旧河 道跡 の 水路 を東 に 進 ん

だ 。 目的 と した の は セ ン トバ ーナ ード三 角州 の 河 口 で あ っ

た。こ の 三角州 は 図一2．3 に書 い た よ うに，今 か ら2000年

ほ ど前 に ミシ シ ッ ピ 本流が 三 角州 を拡大 し た と こ ろ で，そ

の 地方 の 郡 （parish） の 名を と っ て セ ン トバーナード三 角

州 と呼ばれ て い る。水路 の 両側は林に な っ て い る がそれ は

図一2．3　ミ シ シ ッ
ピ三 角州 の 変遷

　　　 流路 はバ ー
ナ
ードとル ブ ラ ン ク （Bernard ＆ Leblanc）

　　　 1956，三 角州 と そ の 形 成 期 問は コ ル ブ とバ ァ ン ・
ロ ピ ッ

　　　　ク （Kolb ＆ Vall　Lopik ）1966 に ょ る
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自鮭堤防

　 　 〔枯土〕

図一Z4 　ミシ シ ッ ピ三 角州尖端部の 模 式図

自然堤防 の 高み に茂 る 木 々 で あ る。

　 図一2．3 で も わ か る が ，こ の セ ン トバ ーナード三 角州の

海岸線は きわ め て複雑で あ る 。 そ れ は もと の 鳥趾状三 角州

が地層 の 収縮の た め に沈降し，自然堤防の よ うな 高み の と

こ ろ だ け が 沈み 残 っ た た め に 生 じた 。 沈降量 は 過 去 500 年

間 に 7…10 フ ィ
ートだ とい う。 沈降 の 証拠 は イ ン デ ィ ア ン

の 貝 塚 遺跡 が 水面以下 に あ る こ とや，沈降に よ る地 下 水位

の 上昇 と塩分増加 の た め に植生 に変化 が起 こ っ て い る こ と，

た とえ ば枯れ木や枯れ株が あ る こ とな ど に み られ る 。

　さて ， ミ シ シ ッ ピ川 が ど う し て 鳥趾 状三 角州 （birdfoot

delta）をなす か で あ る が，それ は 分岐す る 河道尖端 で の タ

イ 積速度 が きわ め て 早 く， 海 の 波や流れ に よ っ て 変形 させ

られ る よ り早 く自然堤防の 高 ま りが 海 中に 堤 防状に は りだ

す か らだ と され る。こ こ で は 川が運搬す る の は 細砂以下の

細粒物質 で あ り，細砂や シ ル トが 河 口 の 出 口 あ る い は 河道

ぞ い に タイ積 し て 自然堤防を高 め ，粘土は 海中 に 拡散 し て

プ ロ デル タ タ イ積物 （底置層 に 当た る ）を作 る の で ある。

そ の 有様 をわ か りやす く書 くと 図
一2．4の ように なる。こ

こ で は い ずれ もシ ル トま た は 砂 よ りな る，前置層 に 当た る

河 ロ タイ積物 （デル タ フ ロ ン トタ イ積物） ・自然堤防タ イ

積物 ・河 道 タイ積物 （あ わ せ て 河道帯タイ 積 物，channel

depositsとい う）が川 ぞ い に 棒状 に の び，そ れ が粘土 よ り

な り面的 に広 が る底置層や後背湿地タ イ積物の 中に は ま り

こ ん だ形 に な っ て い る。東京湾の 場合に は河 口 に タイ積し

た 砂 が 海岸ぞ い に運 ばれ る た め に，砂 が 板状 の 前置層 をつ

くる の と著 しい 違い で あ る。

　な お，川 が砂層中を流れ る 所 で は，砂 の 初動速度が 小さ

い た め に 川は 側方 に移 動 し や す い が，粘 土 層中 を流れ る 所

で は，粘土 の 初動速度 が大 きい た め に 川 の 側方移動は困難

で，河道帯 タ イ 積物 は 棒状に と ど ま る こ と に な りやす い 。

ミシ シ ッ ピ三 角州 は 後 の 場合 で あ る。

　 ミシ シ ッ ピ川 に つ い て 現地 で 知 っ た こ と をほ か に も一，

二 つ け加 え よ う。そ の
一

つ は 現在 の 本流ぞ い の 自然堤防 と

旧本流河道 の そ れ との 違 い で ある 。バ トン ル ージ ュ
ー

ニ ュ
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一オー
リーン ズ 間 の ミ シ シ ッ ピ本流 は ，川幅 は 約 1   で

あり， 両側 の 自然堤防は それぞれ幅 4〜5km
， 高 さは 川 の

そ ばが 高 く海抜 5〜6m ，末端 の 後背湿地 で 1〜2m だか ら

比 高 は 5m ほ ど で あ る。その 断面形を書 くと 図
一2．5の 上

段 の よ うに なる。こ こ に 記入 したとお り，川 に近 く道路や

農家 が あ り，それ よ り湿地ま で の 自然堤防上 が耕地や牧揚

に な っ て い る。地割 りは 川 に ほ ぼ 直交す る 短柵型 で ，こ こ

で は か っ て 綿 の プ ラ ン テ ーシ ョ ン が行なわ れ た 由で ある。

とこ ろ で ，現本流 の 南西 に は 図
一2．3 に書 い た と お り，

1000年 ほ ど前に ラ フ ォ ル シ ェ 三 角州を成育 し た ミ シ シ ッ ピ

の 自然堤防が あ る。地形図 で み る と，こ の 自然堤防 の 地形

や土地利用は 現本流 の それ とほ とん ど同 じ で ある が，一
つ

違 うの は，図
一2．5 の 2 段 目に 書 い た よ うに ，本流 の あ っ

た と ころ に 旧 河道の 凹地がなく，ラ フ ォ ル シ ェ 小川 （Bay −

ou 　Lafourche）の 流路 が あ る 点で ある 。もとの 大きい 「日河

道は ど うな っ た の だ ろ うか。そ れ は ，ラ フ ォ ル シ ェ が本流

だ っ た時代か ら現本流 へ 移 る と きに，流路変更 は急 に起 こ

っ た の で は な く，次第 に 流量 が旧 流路 か ら減 じて ゆ き，そ

の 過程 で も と の 河 道 の 凹 地が埋 め 立 て られ た の だ とい わ れ

る 。 そ の よ うな 過程 の 中間段階を示すつ ぎの よ うな例があ

る か らこ の 説は もっ と も ら しい 。

　バ トン ル ージ ュ の 北西 30km ほ どに は ミ シ シ ッ ピ本流

の ぞぱ に ， 本流が シ ョ
ートカ ッ トした た め に生 じた 三 日月

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に　 　て 　　ひ

湖 の フ ォ
ール ス 川 （False　 River一 似而 非川 と訳 し て お

く）があ る が ， その 湖 の 両端 は本流か ら流入 す る 2 つ の 小

さい 川 に よ っ て埋 め 立 て られ つ つ あ る 。 とこ ろ がそ の うち

の 1っ ， フ ォ ール ス 小 川 （False　Bayou一 こ れ は 本もの

10
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FALSE　BAYOU

FALSE 　BAYOUのヘ ワも同じ

図
一2．6　ミ シ シ ッ ピ川 の 一

っ の 三 日月湖 とその 周辺

　　　 こ の 図は ミシ シ ッ ピ研 究の す ぐれ た 業 績 を残 した フ ィ ス

　　　　ク （Fisk）の 絵を ま ね て 描い た もの

の 川 だ が似而非小川 とい う名に され て し ま っ た ） と も う一

つ の 小川 も旧河道 の 中に 小 さ い 自然堤防を作って い る の で

あ る 。 地形図をもとに そ の 断面 を書くと 図 一2．5 の 3段目

の よ うで あ る。つ ま り 自然堤防がダブっ て い る 。
つ い で に

4 段 目に は，目本 の 大河川下流部の 自然堤防の 断面を比較
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふ 4 　 と　 ね

の た め に あ げて おく。
こ の 川幅は 元荒川や古利根川 の よ う

な 旧河道 に 基 づ い て 描 い た か ら， 今の 人 工 的 な川の 川幅よ

りず っ と せ ま い
。 川幅がせ まか っ た 当時 の 水深 が どれ ほ ど

だ っ た か は書き た い と こ ろ で あ る が まだ 調 べ が つ い て い な

い の で 点線で 書 く（資料をお持ち の 方は お 教え願 い た い ）。

　 こ の 三 日月湖付近 の 地形を地形図をもとに 絵 にする と図

2．6 の よ うに な る 。 こ こ へ は，
バ トン ル

ージ ュ 滞在 中の あ

る 日の 午後 ， 高名な地質学者 で あ り地形学者 で あ っ た故 ラ

ッ セ ル （Russel1）教授 が ご 自身車を運転 し て案内 し て くだ

さ っ た。こ こ で は 二 重 の 自然堤防 の ほ か に，日本 の 川で は

ほ とん どみ られ ない ポイ ン トバ ーと ク レ バ ス がみ られ た か

らっ い で に ち ょ っ と紹介す る 。

一口 に川 と い っ て も，
い ろ

い ろ と違 う現象が あ る もの だ と い うこ と をそ の 目に教わ っ

た の だ っ た 。

　ポイ ン トバ ー（point　bar）とい うの は川の 屈曲部（point）

の 内側に 川岸ぞ い に で きる細長い 砂タイ （堆）で あ る。そ

れ は 川 が 移動す る につ れ て つ ぎつ ぎ に 並走す る 形 で 作 られ ，

図
一2．6 の 川中島 （The 　Island）で は数十 も数え られ る。

砂タイ とそ の 間の 溝の 高度差は 1〜2m ほ ど で あ っ た。川

が 移 動 して ゆ く側 や 川 が安定 して い る と こ ろ で は 浴流 の 繰

返 しで で き る自然堤防が大きく発達す るか ら河床 の
一

部 と

し て で き るポ イ ン トバ ーは みられ ない 。

　図の 自然堤防上 に ， 川 側 か ら後背湿地 に 向か う小 さい 溝

をい くつ か 示 し たが ， こ れ は ク レ バ ス （crevasse ） とい わ

れ る。ク レ バ ス の 名は 堤防の 洪水に よ る破堤箇所 に も，鳥

趾状 三 角州 の 河 口 近 くで 本流 か ら分岐す る 分流 に も用い ら

れ る が，こ こ に ある 溝は 洪水 の とき本流 か ら溢流 した 水 に
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よ っ て 掘 られ た もの で ある 。 日本 の 川 の よ うに急 に 水位 が

高くな る川 の 自然堤防上 に は こ うい う形の ク レ バ ス は まず

生 じな い だ ろ う。

日本の鳥趾 状三 角州と平滑海岸の 三 角州平 野

　 日本 に は ミシ シ ッ ピ の よ う な大 きい 川 は な い が，鳥趾状

三 角州 とい うの は ，川 の タ イ 積作用 が海 の 侵食 ・運搬作用

に相対的に ま さ っ て で き る の だ か ら，静 か な入江や湖 に入

る 川 な ら，た とえ 小 さ い 川 で も鳥趾状三 角州 が で き て もよ

い
。 だか ら日本 に も類似 の もの は あ る，あ る い は あ っ た か

も しれない と，ミ シ シ ッ ピ をみ て 帰 っ た の ち考える よ うに

な っ て ，現在 と過去 の そ れ ら し い もの に 気をつ ける よ うに

な っ た。

　 ま ず，現在 の 目本の 三角州 につ い て ，地図で 鳥趾状三 角

州を探 して み た 。 典型的な もの は な い が ， やや類似の もの

と して は，網走湖 に 入 る網走川，津軽 十 三 湖 に入 る 岩木川．

琵琶湖に 入 る 野 州川，諏訪湖に 入 る 宮川や 砥 川 な ど の 三 角

州が あ げ られ る 。
こ の うち ， 岩木川下流 の チュウ積低地 は

ボー
リン グ資料に よ る と ， 板状と い うよ り棒状 とみ た 方が

よ い 砂の タ イ積物 が表層に あ り，それ は 河道帯 の 砂質 タ イ

積物 に 当たる よ うで ある。琵琶湖湖岸 の チ ュ ウ積低地 につ ．

い て は ， 東海道新幹線 の 地盤調査 をされた 池 田俊雄 氏 が，

東海道海岸 の チ ュ ウ積層 と違 っ た 砂 ・レ キ ・粘土 の 重 な り

が み られ る こ とを記 され て い る が，そ の 中に は鳥趾状三角

州 に あ る よ うな河道帯 の 棒状砂層をもつ と こ ろ があ る の か

も しれ な い 。地盤 の ボーリ ン グ調 査 で は，ボーリ ン グ 間隔

がは なれ て い る と き， 砂層は 砂層 ど うし， 泥層 は 泥層ど う

し水平的に つ な い だ地質断面図 を作る人 が多い が，上 に 絽

介 し た 円弧 状三 角州 の 上 部砂層 の よ う に本 当に よ く連続 し

て い る場合もあ る し ， 鳥趾状三角州 の 河道帯砂層 の よ うに

棒状 の 形態をも っ て い て ， 河道帯方向に し か 連続 し ない 揚

合 も あ る 。 地 盤調査 をす る 人 は ，平野 の 作 られ 方を心得 え

て い ない と間違 っ た 地質断面図や地盤図を作 っ て し ま うこ

と に な る 。平野 の 表層地質に 関 し て は ，上 に 紹介 し た こ と

か らわ か る よ うに ，地表 の 微 地形 が 地下地質 の 推察 に よ い

手掛 りを与えて くれ る 。

　 と こ ろ で ，今の 日本 に は 鳥趾状 三 角州 は ほ とん どな い が，

昔 は ど うだ っ た ろ うか 。今 か ら数千年前 に さか の ぼる と，

日本 の 沿岸部 の チ ェ ウ積平野 は 現在 よ りず っ と面積がせ
’
ま

く，海岸線 は は る か 内陸側 に あ っ た。当時 は今 よ り 入 江

に と ん で お り，今 よ り波静 か な入江 に 川 が そ そ ぎこ ん で 三

角州を作 っ て い た か ら，鳥趾状 の 三 角州があっ た こ とが推
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か 　わ ち

測 で きる 。た とえ ば，河内平野な どそ の 実例 で あ ろ う。河

内平野 とい うの は，大阪城 か ら南に の び る 上町 台地と生駒

山 地 の 間に あ る チ ュ ウ積平野 で，こ こ に は 1740年につ け か

え られ る ま で 大和川がそ そ ぎ こ ん で い た。今 か ら6000年ほ

ど前 の 縄文前期に は こ こ は大阪湾か ら入 りこ ん だ袋状の 湾

だ っ た。繩文晩期か ら弥生 前 ・中期 （2〜3，
000年前） に な
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る とそ こ に大和川 は鳥趾状三 角州 を成長 させ て きた こ とが，

ボーリン グ資料や考古学的 な 発掘調査 に よ っ て わ か っ て い

る。河 道帯砂 層 が 鳥 趾 状 に 泥層 の 中 に つ きだ し，そ の 河道

帯の 高 ま りに瓜生 堂遺跡 な ど多 くの 集落 が 立 地 し，後背湿

地は水 田 とな っ た。こ こ は畿内弥生文化 の
一t

大中心 だ っ た

とい わ れ る 。弥 生時代後期 に は わ ず か な 海面 上昇に よ っ て

こ の 三 角州 は 全面的 に 湖沼 ・湿 地化 し，古墳時代 に な る と

あ ら た め て 河道帯 が 前進 し，そ れ が現在 の 玉串川・長瀬川・

平野川 な ど の 自然堤防 を作る に 至 っ た 。
こ の 自然堤 防は江

戸時代 に は 綿が作 られ た こ と，ミシ シ ッ ピ三 角州 の 自然堤

防と共通 し て い る。

　 と こ ろ で ，現在の H本の 大河川下流 の 平野 をみ る と，三

角州が 円弧状 そ の 他 の 形 で 海側 へ張 り出 し て い る の は ，東

京湾，伊勢湾，瀬戸内海，有明海な ど の 内湾 の もの で あ っ

て ，他 の 多くの 河川 ， 特に 日本海 に 入 る もの で は ほ と ん ど

の 場合，海岸線は 平滑で あ る。それ は 海 の 波や流 れ の 作用

が強力 で ，三 角州 が張 り出せ な い こ と を物語 っ て い る 。 東

京湾の 三 角州 の 中に 海 の 作用 で で きた 浜堤や砂州の よ うな

海岸線に ほ ぼ 平行す る 砂 タイ が あ る が，平滑 な海岸 の 場合

に は こ うい う砂 タ イ 地形 は
一

そ う卓越 し て い る。な か に は

砂丘 もあ る。新潟平野，庄内平野，能代平野 ， 石狩平野 ，

宮崎平野 ， 相模川 ・利根川 ・久慈川 下 流 の 平野 な どが それ

で あ る。こ れ らの 海岸 で は 円弧 状三 角州 の 場合 に 比 べ る と

海底 は 岸近 くか ら深 くな り，前置斜面 の 比 高は大きい か ら

海岸 ぞ い に 分布す る砂質 タイ積物 の 厚さ は 円弧状三 角州 の

上部砂層 よ りも厚 く，20〜50m ほ どで あ る。

　 沿岸に 砂 タ イ が発達する と こ ろ で は ， 入江の 出 口 が 砂州

に 閉 じ られ ，潟がで き る こ とが し ば しば あ る 。 そ うす る と，

入 江に そ そ い で い た 川 は，潟

に そ そ ぐこ とに な り， その 波

静か な 潟 に鳥趾状三角州 を作

る こ とに な る 。 相模川 の よ う

な か な りの 大河川 の 場合 で も，

酒匂川 か ら海岸 に 供給され た

砂 レ キ が 漂流 し て 入江 の 出 口

を砂州 に よ りせ ば め られ た形

に な っ た 時代が あ り，そ の た

め に 相模川 の 平野 で は 棒状の

河道帯 タ イ積物が入江 ない し

潟 な らび に 後背湿地 の 泥質タ　　　　　　　　　　　 大

イ 積物 の 中に は ま り こ ん だ形　　　　　　　　　　　　緩

の 倒壊率が 100 パ ー
セ ン トに達した の は そ うい うと こ ろ で

あ り，沿岸 の 砂層地帯 の 方が震源 に 近 い に もか か わ らず倒

壊率 が 小さか っ た 。

　三 角州 を め ぐっ て の 話 の し め くくりを兼 ね て ，図一2．7

を作 っ て み た。三 角州の 規模は 大小 い ろ い ろ あ り，ま た す

べ て の 三 角州は そ れ ぞれ に個性的で は あ る が ，

一つ の モ デ

ル 化 した系列 と し て この 図を ご らん 願 い た い
。
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〔鼎 篇融 轟 列
　 　 〔海底の勾配〕

小　　　潟では大

急　　 1／j　 ttrX
態をも っ て い る。沿岸地帯の

厚 い 砂層 は い わ ば板状 に 広 が

っ て い る が，そ の 北 か ら厚木

に か けて は板状 の 上部砂層が

な く，地表 か ら地 下 20m ほ ど

ま で 軟弱 な 泥層 か ら な る と こ

ろ さえ あ る。関東地震 の と き
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