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1．　 ま え が き

　新世代第四 紀更新世 （洪積世）は 沖積世前 お よ そ 200 万

年 に わ た る 短 い 地 質時代 で は あ る が，現世 へ の 変遷 を考究

す る の に重要 な示唆 を含む期闘 とい え よ う。 現在 の 地形 の

骨 格 の 多 くは こ の 時代 に形づ くられ ， 侵食に伴 っ て 形成 さ

れ た 風 化帯や地山 か ら供給 され る 土 砂 は ， 河 川 や 湖 沼，海

域に 堆積 し現在 もそ の 営 み を続けて い る 。

　極 め て 新 しい 地質時代 に お け る 地質的現象や特性 に は 日

本列 島全体に 共通す る もの も多い が，特 に 地域的 な 特徴 に

関 して検討 を加 え，さらに 地質時代 を通 じ て 形成 され た地

層 の 現在 にお け る 土質工 学的特性 な ど に っ い て も記述 し た。

中国地方の 地質全般 に 関 して は梅垣
P が本誌 で 概説 し て い

る の で ，で き る だ け重複をさ け る と と もに，区域 に 関 して

も紙面 の 都合に よ り，主 に 山 陽側 に 限 定 し た。

2．　 中国地方の地質概説

　2．1 更新世以 前

　新生代新第 三 紀中新世 の こ ろ ， こ れ ま で 陸化 して 侵食が

盛ん で あ っ た 中国地方 は やがて 沈降を始め，日本海沿岸で

は 広い 範囲で 海進 が お こ り， 中国せ き （脊）梁 山 地 や 当 時

陸域 で あ っ た瀬戸内海 の
一

部 も海面下 に 没 した と言われて

い る 。 目本海側 は海底火山活動が盛 ん で 泥岩や塩基性〜酸

性 の 凝灰岩な どが堆積 し，内陸部や瀬戸内海沿岸地域 で は

礫岩 ， 砂岩， 泥岩な どか らな る備北層群 が堆積 し た （図
一

2）。こ の 時代に形成され た岩石 は続成作用 の 途上 に あ り，

軟岩状を 呈 し ， 凝灰岩や泥岩の 中に は モ ン モ リ ロ ナ イ トを

多量 に含ん で い る 。 庄原地方の 同層の 泥岩か らモ ン モ リロ

ナ イ トが90％ を越 え て い る もの が確認 され，同岩石 が分布

す る 山陰地方や 山 口 県西部お よび 広島県か ら岡山 県 に か け

て の 内陸部 で 地す べ り地城を形成して い る 。

　新第三 紀鮮新世 の こ ろ に現在の 目本列島が出来上が っ た

時期 とい わ れ ， こ の 時期 に起きた 構造運動に よ り備北層群

の 分布標高 に 著 しい 差を生 じた 。 備北層群 は 岡山 県南部の

児島湾海底部 で 古瀬戸内海 （第一瀬戸内海 と もい う）の 地

史 の 全 ぼうを示 す 1 サ イ ク ル （G．L・− 73・9〜− 375．Om
，

約 300m の 層厚で 砂岩 ， 泥岩 か らな っ て い る ） が確認 され，

津 山 ， 新見 ，三 次地方の 中国地方内陸部で 細長 く東北東か

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4皿皿：領家帯

図
一1　西 南 目本 内帯 に お け る 深成岩 帯 の 分布 （村 上，1974に よ る）

図一2　中国地 方 の 新第三 系の 分布 と地質 区（岡本，1974に よる）

＊復建調査誤計  　地質 調査部長

ち 西南西 に 分布 し，中国せ き梁山地 の 吾妻山山頂 （標高約

1000m ）に は うにや海棲貝化石 を含む砂岩層 （備北層群下

部砂岩層） が 発見
S）

されて い る 。 す な わ ち，多少 の 起伏 を

持つ 備北層群堆積後 の 平た ん 面 は 断層運動 を伴 っ で 徐 々 に

高度差 を生 じ， 波状曲隆構造を示す よ うに な り，い くっ か

の 標高 の 違 っ た 平 た ん 面 （瀬戸内面，吉備高原面 ，中国 せ

き梁 山地 面 ）に 分割 され た 3）。柿谷
4）

は こ の 地殻変動 を フ ィ

リ ッ ピ ン 海 プ レ ートの 活動 に よ る 南北圧縮 の 影響 に よ る も

の と考え，東西方向を軸 とす る基盤 しO う （褶）曲 に よ っ

て 中国 せ き梁部 は 1 つ の 背斜部 と な り，そ の 南 の 三 次，庄

原付近 が 向斜軸 に，さ らに 南の 世羅台地や吉備高原は もう

一
つ の 背斜部 に，現在 の 瀬戸内海が 向斜部を形成 し， 全体

と して は 北部 に 高 く南部 に 低 い 高低差 を生 じた と述 べ て い

る Q
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図
一3　中国地方の 接峰面図 と侵食小起伏 面 （藤原，1977に よ る ）

　 2．2 新第三 紀末か ら第 四 紀更新世以 後

　 2．2．1 地 形

　現在 の 地形の 原形 は，若 い 地質時代に形成され てい る の

で，こ の 期間 の 中国地方 の 地形の 変遷 につ い て 概説す る 。

　中国地方は 日本 で も広 く侵食小 起伏面が分布す る地域 と

して 知 られ て お り，こ れを巾国準平原面 と呼び ， かつ て 広

く発達 して い た侵食小起伏面 を母体に形成 され た も の とい

わ れ て い る （図
一3）。中国地方に 現在分布す る侵食小起伏

面 は細 か く見れば，海抜 1000m 以上 の せ き梁 山地面 （高

位面），海抜 400〜700m の 吉備高原 （中位面）お よび 海抜

300m 以下 の 瀬戸 内面 （低位面）に 区分 され る
5）

。 そ して

こ れ らの 3 面 は，そ れぞ れ 2 〜 3段 の 侵食小起伏面を持 っ

て い る。

　せ き梁山地面 は海抜 1000 〜1200m で 山頂付近 に広 く侵

食小起伏面 が分布し て い る．一
方，中国山地 の 分水界付近

に海抜700〜900m の 定高性 IJIりょ うや，緩斜面が分布 （人

形峠， 高野 ， 八 幡高原 の 各面） して お り，こ れ ら も含め て

せ き梁山地面 と し て い る。中国山地 を横 断 す る 河 川 は 江川

（広島県中西部に源 を発 し，三 次市を通過 し島根県江津市

に 至 り日本海にそそ ぐ） が 唯
一

で あ り， せ き梁山地 を江川

関門 と呼 ぴ ， 江川 を境 に 東側 を東中国 山地 ， 西側を西中国

山地 と呼 ん で い る。つ ぎ に 中国地方 で最 も分布頻度 の 高い

侵食小起伏面は ， 海抜400〜700m の
一
連 の 高原面 で，こ れ

を総称 し て 吉備高原面 と呼 ん で い る。そ の 主 体 は 岡山 ， 広

島両県 に広 が る 吉備高原面 で 西側への 連続性 は広島県西 部

で 欠 ける が ， ふ た た び 山 口 県中部周防高原面 と して現れ ，

北側で 石見高原面 が 認 め られ る が連続性 に欠 け る
。 吉備高

原面 は 海抜 500m 以上 の 狭い 意味の 吉備高原面 （広島， 岡

山 両県 の 広義 の 吉備高原面中部に 分布す る ） と海抜 300−一

50

400m の 世羅台地（岡山県中西部か ら広島県中部 に か け て 分

布す る）の 2 面 か らな り，深い 開析谷 注工） を有 して い る。
つ ぎに低位侵食小 起伏 面 （瀬戸内面 ） は 山 口 県秋吉台か ら

南方の 宇部 に か け て 認 め られ ， 広島，岡山両県 で は断片的

に分布す る 程度 で 明 り ょ うで は な い 。山 陰地 方 で は こ れ が

沿岸部に 連続 し て分布 し て い る 。

　現在各標高に分布 して い る 侵食小起伏面 の 形成 の 時期 が

議論され て い る
G）

が ， こ の 問題 は 断層 運 動 ， 風化帯 の 形成 ，

侵食 に よ る土砂 の 発生 と堆積等の 時期に関係す る重大 な 問

題 を含ん で お り， 地形 ， 地質，土質の 各方面 か らの 追求が

望 まれ て い る 。

　 2．Z2 　地 質

　新第三 紀末 （鮮新世宋）の 約 300 万 年前 に現在の 瀬戸内

海や 琵琶湖を結 ぶ 地帯 は沈下を始 め た
。 こ の 沈降帯 は第 二

瀬戸内海 と 呼ばれ ， 礫や砂 ， 泥層や 火 山 灰 よ りな る 大阪層

群 が堆積 を始 め．古琵琶湖層群 （湖成層）も堆積 し た。っ

い で 200 万 年前 の 洪 積世 に 入 る と第二 瀬戸内海 は 現在 の 紀

伊，豊後両水道か ら海水 が 進 入 し，湖水か ら内海 に変化 し，

堆積中の 大阪層群に海成層 が現れ る よ うに な る。洪積世後

期 （40〜50万年前） に 瀬 戸 内海地域 で は 大阪層群 が 主 に分

布す る海域部分 と背後 の 山地 との あ い だ で ， 山地側 は急激

に上昇し ， 逆に海側 で は沈降す る 六 甲変動を
一

群 とす る地

殻変動が起 き た。こ う し た変動は瀬戸内海 の 中，西 部地 域

に も起 こ り， こ の 結果 が現在の 瀬戸内海 に見 られ る島々 の

原形 と考え られ て い る。

　
一

方，陸域 で の 地殻変動は 広島県を中心 と し ， 山 口 ， 岡

山両県，さらに 島根県 の
一

部を含む 広い 地城 に起 こ り， 目

注 1） 吉備高原画な どで 代表 され る隆起準平原面 を侵 食 して い る V 字型 の

　 　 　深 く険 しい 谷を示 し て い る 。

土 と基礎，31− t （300）
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図
一4 深層風 化地 域 （柿谷 ， 1973 に よ る ）

表一1　 瀬 戸内海 山陽 沿岸部 の 沖積，浜 積層
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図一5　広島県 下の 主な水 系

本 で 最 も密 な 平行谷群を形成した （図一4）。 こ の 原因 は 東

西 方向の 圧縮応力 に よ っ て 生 じた断層群 （横ず れ 断層を含

み 北東 か ら南西，北西 か ら南東方 向 の 二 っ の 共 役 断 層群）

が 関係 して い る こ とが 考 え られ る。 準平原化 し た台地 は深

層風化帯を内蔵 して い る た め に 比較的若い 地質時代に生 じ

た 断層 で も急速 な侵食 が進 み構造谷群 を形成 し た もの と考

えて い る。

　氷河時代の 瀬戸内海 は 隆起，沈降に よ る 地盤変動 よ りも

海水準 の 変化が大き く影響 して 変ぼうし た
。 ウ ル ム 氷期は

7万年前 に 始 ま り 1万年前 に終わ っ た が，こ の 期間で は最

大約80mT）
の 海水面 の 低下 が あ っ た こ とが認 め られ て い る 。

陸化 した瀬戸内海 は河川 に沿 い 深い 侵食谷 が 形成され ， 基

盤や洪積層 の
一

部が削 りと られ た が特定 の 平 た ん面 も発達

し て い る （図一6）。瀬戸内海 の 沿岸部に発達す る 平 た ん 面

の 標高 は備讃瀬戸 か ら北方 の 児島付近 に か けて の 分水嶺で

一10〜20皿 で あ る が，分水嶺 よ り西部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広 島 湾

の 竹原 か ら岩国 に か け て は
一30〜45m

を示 し，分布標高に 不連続陸が認 め ら

れ る。なお こ の 平た ん 面 は 沖積層 の 基

底 を なす もの で あ る。瀬 戸 内海 に 分布

す る平 た ん 面 に つ い て の 研究は 藤 田 ・

前田
fi）

や本座
9 ）

な どがあ り， 報告に よ

れ ば備讃瀬戸付近 で は標高0〜− 6m ，
− 10〜201n ，

− 40“・50rnの 3面 に 区分
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され ， 最 も低位 の 平 た ん 面 を沖積層基底面 と考 え，中位 の

もの は現世 の 堆積面 とし て い る。

　 次 に，各地 の 洪積層 に っ い て 見 れ ば層相 は 海成沖積層 の

よ うに 単純 で は な く，不均質 で 複雑 な様相 を呈 して い る。

しか し岩風 福山両地区で
一

部 （福山地区） が備北層群に

相当す る と思 わ れ る 凝灰 質粘土層 （風 化土状 とな っ て い る

た め ）や砂岩層 に 達す る 電気検層 の 結果，洪積層 の 上部 と

下部層で 見掛 け の 比抵抗値 は 100〜300Ω・m で，中問層の

20〜IOOΩ・m に 比 べ や や 高 い こ とや，地 層 の 締ま り具合お

よ び 表一1 に 示 す 地層 の 特徴 を示 す こ とか ら，当 地 域 の 洪

積層をか な り大胆 に 三 っ の 地層に 区分 し， 図
一7 に地質の

断面 を示 し た。上 部層 は岩国 か ら呉 地 方 に か けて の 洪積平

た ん 面が一30m 以深 の と こ ろ で 砂礫 に富み ， 比 較的商位 に

ある福山や水島地区 で は粘土分がやや増加す る傾向を示 し

て い る 。 中間層 は全 体に粘土 分 の 多い 地 層で 層厚 も尾道以

西 で厚 く， 同層 に は モ ン モ リ ロ ナ イ トの 多い 部 分 が あ る

（図
一 8）。下部層 で は 粘土層 も多 く含む よ うに な り砂礫層

が 不規則 に 混入 し て 来 る。下部層 の 分布標高 は 揚所 に よ り

大き く変化 して い る が，一
般的 な傾向 と して 水島，児島付

近を最高 に西側 へ 階段状 に低 く，福山や児島で 見 られ た備

北層群の 分布標高と一致 し た傾向 を示 し て い る
。

こ の よ う

に基盤層の 分布標高 の 変化 や洪積層内部の 細かい 場所的な

変化 な ど を考える と，洪積層 が 堆積 し さ らに平た ん 面 を形

成 し て い る時期に構造運 動 も並行 して起 こ D，地塊化が行

竹 原 沖

図
一6 平た ん 而の 分布状況
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騒
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島

冖「 尾

道

福 衣ヨ 児
島

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 †Gr
A ：；嬾 層，⊃ 二洪黐層価 上部層、易中問碧，DL下部層）
BH：備北層群または同層柑等層，　 Gr：花崗者頚

FmFcuにつ い ては推定断1霞

図一ア　類戸 内海 齷 昜沿岸 部地 質断 面騒

わ れ た こ とが 予 想 され る
。

　内陸部 の 洪積層 は，河谷 に規摸の 小 さい 段 丘 礫 層 （幅

1．Ohm 以 内，長 さ数 km 以 内）や，土箏流 に よ りせ き止 め

られ 湖水 に 堆積した い くつ か の 地層が認め られ る。こ れ ら

の 地鰯は
星‘C や花粉分析の結果，大半が最終氷期 の 堆積物

で あ る こ とが判明 して い る 。 しか し鮮茘枇都野津層や，更

新世 中期 の 甲立礫層な ど の や や古い 地層も局部的に 分擶す

る。内陸部の 河谷 に堆積する若い 堆積物は河谷 の 多くが構

造性 の 平行谷群 に属す る こ とか ら， 活断層研究に貴重 な資

料 を攝供 して くれ る もの と考 え る 。 内陸部の 洪積層と して

規模 の 大 きい もの で は 広 島県 の 中部台地 （儼羅台地）か ら

やや南西 の 茜条盆地 （標高210〜 240m ） に堆積して い る西

条湖威層 が あ る。そ の 主要部分 は 東西 12   ，南北 王Ok 瓢

で，同盆地 の 茜南端 の 河谷 が 土砂 に よ りせ き止 め られ て 幽

来 た湖水 に 堆積し た地層 を総称 し て 西条湖成層 と呼 ん でい

る 。 同層 の 分布す る地域 に広島大学の西条 キ ャ ン パ ス の
一

部が現在建設中で あ る 。 西条湖成層 は，礫潜，砂層，泥層

お よび腐植土層や凝灰質粘性土層よ りな り， 同層の 一部が，

含みっ が しわ寒冷植物化石群に相裘し， 大阪層群最土部層

の 満池谷魍と対比され て い る。

　次 に ， 各地層中に含まれ る粘土鉱物 にっ い て 概説す る 。

洪積層 の 検討資料は乏 しい が ， 海成沖積層 につ い て は 羽

原
1 

の 研究がある。児島や福山地区を除い て 粘土鉱物の 種

類や含有率に特 に 大きな変化 は な く， 粘土鉱物分布 は，カ

ォ リナ イ ト4 〜60％ ， イ ライ ト20〜35％ ， モ ン モ リロ ナ イ

トや バーミキ ュ ラ イ トが そ れ ぞ れ 玲 ％前後 で あ る。こ の 結

果｝L っ い て は ， 陸域 の 供鮎地 の 地質が主 に 花崗岩や流紋 岩

類か らな っ て い る こ と， 中新世海成層で あ る備北層群の 風

化生成物 に 由来す る もの も混入
tl）して い る こ とが考え られ

る。また 福山や児島地域で の 粘土鉱物分布で モ ン モ リロ ナ

イ トを多量 に含む こ とがあり， こ の 原因 と しで ， 洪積層 の

基盤 が備北層群 で あ る こ と と ， 洪積平 た ん 面 が 高位に位置

し，堆 積薫境が一
部 で 内湾性 の 状況で あ つ た こ とが考え ら

れ る。
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　 海成沖積層 の 堆積環境 に つ

い て 多井 ら
12 ）

は 広島 の 海成沖

積層 に 分布す る 小型有孔虫 の

研究 の 結果 をもとla環境の 変

遂 に つ い て 報告 して い る。海

成沖積シ ル ト層の 有孔虫遺 が

い 群集は Ammonia 　beccri−

if  rma 　A ，　A ．　becoriforma　C，

Buccella　fridida，　 Valvu⊥in−

eria 　harnanakoensis　お よび

獵 phidlum 　 spp ．が優勢 な群

集 と して 特徴づ けられ る。こ

れ らの 有孔虫の シ ル ト層 か ら

の 出環状況 か ら ， 海成沖積屡

の 堆積環境 は 初期 の こ ろ は塩

分濃度の 低い 汽水性 の 環境 に

あ り ， そ の 後，海進 と共に 海

±9

一三台

　 一2e

三

lkt　＿30

羝

　 （％1
［｝　 齢　 鋤

　 一・　4，0

4
　 　 　 　 　 　 　 層

　 　 M ：モンモ リロ ナイト
　 　 王ニイライト
　 　 V ：ノ く一一ミキュ ライト
　 　 K ：力壕

』
りナイト

図
一8 粘土 鉱物の 産出状

　　 況 （児島地点）

水の 影響を受け る よ うに な っ た。

標高が一16〜17m 付近 で 海進 は最大 とな 診，末期に は弱 い

海退 に よ り
一

時的 に汽水性 の 環境 に あ っ た が ， 最終期に小

海進が起こ り再 び海水の 影響を受 け て い る こ と も明 らか に

され て い る 。 mu− 　8は児島地区 で の 粘土鉱物の 巌出状況 と

分布す る地層と を対 比 した もの で あ る 。 産出す る主 な粘二：lr．

鉱物はモ ン モ リロ ナ イ ト ・バ ー
ミ キ ュ ライ ト ・イ ライ ト，

カオ リナ イ トで ある。こ れ らの 粘土鉱物の 内で ，
モ ン モ リ

n ナ イ ト とカ オ リナ イ トの 分布比 率 の 変化 は 注日に値す る。，

す な わち， 沖積 シ ル ト鰯 の 粘土鉱 物分布 に よ る とモ ン モ リ

ロ ナ イ F の 比率 は 一6，0m 付近で 増惣 し， そ の 上下の 有機

質土層を含む瞳成履で減少 して い る 。 ア ル カ リ環境 （海水

環境）で 安定で あ る と考え られ て い る モ ン モ リ U ナ イ トの

含有率の 多い 標高 一6．Om 付近が ， 広島の 標高一16〜 17m

付近 の 最も海成的な状況を示す地 層 と対 比 昂来 るか 否か に

つ い て は検討の 余地は ある として も， 可能性 として有望 と

考え て い る。もし 対比 で き る な ら，最も海成的で ある 地層

の 分廊標高 は 各地 で 異な っ て い る こ とに なる e

　次に，以上 に述 べ た こ とをふ まえ沖 積層 の 堆 積構造 に

つ い て ふ れ て み る。山陽沿岸 の 瀬 戸 内海 で は 洪積平 たん 薗

の分布標高が異 な る こ とは先 に述 べ たが，こ の 平たん面上

に堆積する海成層を含む沖積層 の 層厚も異 な っ てい る。海

水面 の 上昇 に 伴 い ，平 た ん 薦 の 分 布標高の 差 が 海成津積麗

の 堆積開始時期にずれ を生 O ，し た が っ て 堆積 に要 した蒔

閥に も差を生 じて ， 層厚 の 変化と も合 わ せ て 土の 工学的性

質に変化 を与 え てい る。各地 の 海 成沖積層 を搆成す る鉱物

学的な差違 （例え ば粘土鉱物の種類や含有比率 の 違 い ）も

さる こ とな が ら，洪積平た ん 面 の 標高の 差は各地 の 土の 工

学的特性 の 違い を考え る場含有力 な手 掛 り とな ろ う。

±と基礎，3｛− 1 （300＞
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鸞 蠡，誓霹攤 爨1「甲一「　 十　　　　　　 r」
十 幸 ＋ ＋　　　　　　轍

函一9 深 層風化帯 の 位 羅 （柿谷，互973に よ る ）

　 　 　 　 　 　 　 　矩　 i　 （1 ）

図…ie　花講岩風化帯 の ミ ラージ型走時 曲線

o

3． 準平原地域 （特 に広島地方）の風化帯の構造

　　 と花崗岩の風化

　瓢第三 紀中漸世以前 に瞳化 した地域は 侵食，融ま くが行

わ れ，風化帯 の
一部がすで に形成されて い た ． っ い で 中圜

地方 の か な りの 部分 が海衝下 に没し ， 備北層群 の 堆積が行

わ れ ， 再 び 同地域 は 陸化 し 海底 堆穣面 が隆起準平原面 を形

戒 し．てい る 。 隆起準平原面 は基盤 し ゅ う蜘軍動や ， こ れ に

・
伴 う断層還動 の 結果形成 され た もの で ， 洪積世に 入 り東篋

方洶 の 圧縮応力に よる 断履運動 が加 わ り， 風 化帯を内包す

る準平原地域 の 地盤を一罵ぜ い 弱化 した 。 こ れ は深層嵐化

帯の 形成や平行谷震の 存在 で 実舐 され，準平原内に位置す

る河谷 は い まだに 下方侵食が続き，側方侵食 が盛 ん に行 わ

れ て い る。こ れ ら の 現象は特に花崗岩地域 に典型的 で あ る 。

　花崗岩の 風化作期 は 衷ず物理的破碑が岩盤 内で 趨 こ り，

．
初生的な節理 な どの 割れ 掻も撫わ っ て ， こ れ ら が浸透永 の

逓路とな 夢風化が始ま る 。

　花髑岩の 風化帯 に お け る弾性波物理 探棄か ら得られ る 走

時曲線 を見 る と，深度が減少す るの につ れ て 縦 波 の 速 度

くVp）が徐々 に 小 さくな る 状況がは っ き笋環 れ．てい る （画

一一一・1の。 こ れ は花崗岩の 風化帯 に 特徴的に 認 め られ る ミ ラ

k ジ型注2）の 走時曲線で あ っ て ， 地表に近づ くにつ れ て ．

割れ 目が多くts　T）， 岡時に遣岩鉱物の 化学的変質が平行 し

て行わ れ，風化が逸行 してい る こ と を示 し てい る 。 この 時

期 に発生す る割れ 目は ， 上載荷露が侵食に よ り除虫 されお

とき生ずる水 平 系 の Sheetlng　jolntや laminationで ， 斜

瀰 の ク リ
ープ に よ っ て 生 じる微細 な割れ 目も那 わ っ て い る

注 2）　ミ ラ
ージ 層と擁 弾性 流深杏の 鷺 度値が深匿 とともに増癩す る地騷 を

　 　 　い う。したが っ て走時 曲線はまる昧をお び た上 に爵な曲腺 とな る。
　 　 　 ミ ラージ型風イヒ帯 眩 ミ ラ

ージ層で飛 資 され る地 展を會む 瓢化帯で ，
　　　花崗岩の 風化帯 に よ くみ られ る 尊 とくに ミ ラ

ージ現 象は Vpく1000

　 　 tu／s の 求さ状風化層で 顕蓑 で あるo

JanuaTy ，
　Is83
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図
一ll　弾性 波遮痩 （Vp）と融土鉱物の 発生状渓
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國
一

歪2 　弾性波速 度 （Vp）と問 隙髪匕（の の 関係 （宮原 ，

1972，広島型雅粒花崗罎の サ ン プル ）

もの と鬆える
is｝』花磁罎風化馨の 化学的変質状況 に つ い て

み る と ， 風 化度 と粘土鉱物 の 発生状況は vρ
＝蔓oo〜500m ／s

を境 に 速度の 遅い 風化帯 で 多量 に発生 し，間隙比 に っ い て

も急激に大きぐな っ て 土壌化 して 行 く状況 が分か 7
”

le
（歯

一11， 12）。 表
一2 は以 上 の よ うな観点 に 立 っ て 風化帯区

分を行 っ て い る e ミ ラージ 型風化欝 は瀬戸1内璽 に あ た る pli

ろ く緩斜蘇 磽 達 し，iZlma周辺 の 宅地な ど の 遊成地 と な っ

て い る。

　準平原臨形 を示す中国地方 は ， 古い 風化帯（化石 風化帯）
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表
一2

風　 化　 度 1i陽 特　　　　　　　　　　　　　 徴

　　 、ゴ．
齟．’．1L層 装　 　層　　 土 s 腐殖，草木根，未風化喋や黒ぼ くなどを含む，

移　 動　 ま　 さ M

弾
・1圭波達度

　〔縦波｝ 一
般に小規模の 移動

・
堆穫に よる。

鑿靉
・難 ・球

・斗・＋’†』十＋ ＋
幽＋「＋ 』

・＋ ・＋＋→ ・宀．十唾 一トナ ＋

・＋ ・十 ＋ ・十・尚＋
・十・十 ＋

tヰ戯 ヰ ご＃ ；
＋斗 ＋ 、・卜＋．↓ ．＋、＋、↓．
← 昌 ．キ → 払⊥＋

．
ト・L｛．

輯
化学的騨北帯第 ・ CL 〔1、3km，・

「
s

原岩の 組識をとどめて い るが，石英以 外の 造岩鉱物は大郎

分変質 して拈土鉱物に 変わ り，粘着侘 を帯びて い る。

匹り
化学的風化帯第二 C20 ．5 原岩の組織をとどめて い る。石英の ほか カリ長石 もほとん

ど風化変質して い ない 。粘着性が あま Ilない 。

譚
駄
δ竃 斜

　 　 r

　 ＋迸 　
一

　　　　．
圏 化学的風1匕帯第三 c3Lo

原岩の 組織をとどめ，化学的風1匕まさの 中に未．型、化牒 が 残
っ てい る 。 上部は 小円礫 ，下 部は 大きな角睦 となる。

物珂i的．風化・吊第
一 P 匸

ア ロ ッ クの 角か とれて丸味を帯び，節理が明 りょうでない，

＋　
一
｝

物理的風化帯第二 P2 2．o
」

3．G

原岩の 節
’
理が明りょうで ある。ハ ン マ

ー
で た た くと案外割

れ易い ，
十

　 十 十

←十

十

　 　 十

＋ 　 十
物理的風1匕帯第三 P3

　 　 卩

大 きな割れ目が明りょ うで，ハ ン マ
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図一17　圧縮 指数 と圧 密降伏 応力 の 分布

高含水 比 におい て よ り締 め 固 め やすい 傾向 もみ られ た。

4，　 山陽沿 岸地域の沖積，洪 積層の 土質特性

　本章 で は 瀬 戸 内海山陽沿岸の代表的 な 7 地 区 （岩国 ， 広

島，呉，竹 原，尾 道 ， 福 山 お よび 岡山 ） に つ い て ，現在 ま

で行わ れ た 土質試験結果
iT ）・エ8 ＞ に基 づ い て 軟弱な沖積粘土

層 の 工 学的性質の 地域特性 と ， 若干 の 土質調査例 か ら洪積

粘 土 層 の 工 学的性質 に つ い て 考察 を行 う。

　まず ， 沖積粘土 の 土性 の 地域特性 に つ い て 述 べ る。塑性

図 の 代表 と し て，広 島地区 と岡山地区 （児島地点） の 例 を

図
一14に 示す。た だ し ， 岡山 地区は ，洪積粘土 に っ い て も

示 し て い る。他地区 は例示 して い ない が，沖積粘± は ， 呉

地区を境 と して 東側 で は A 線 の 上位 に，西 側 で は 下位に 分

布す る 傾向 に あ り，粘土 の 物性の 違い が うか がわ れ る 。

　図一15は，塑性指数（lp），圧縮指数（Cの，
コ ン シ ス テ ン

シ
ー指数（lc）と深度 との 関係 を示 した もの で あ る。広 島，

岩国 ， 福山 地 区 の よ うに
， 大 き な河川 の 影響を受 ける 環境

で は ， 深度方向 の 土性の 変化が大きい 。

一方 ， 竹原地区の

よ うに，沿岸流 の 下 で の 堆積環境で は，深度方向 の 変化 は

Januery ，1983

総 説（H ）

80

60

　

　

40

譯

瓢

鞳

魍

zc　 ▲

（記号は図一14と同じ｝

3．O

　 20　　 　　 　　 　 40

コ ロ イド分（く2尸m ）含有量 〔％｝

図一18　活性 度

60

ω〔四−
oH

×

＝
・。。［
ミ

芍
11。、、
陶

o．1

〔過『密領域 ：PくP，｝

ノ

！
ノ

ロ

　　　　 ！

ノ

’

　　　／ 曙

ゑ ノ
．

　 ノ　　 窪 」　　
’

　 ノ　　　　　　　 ノ

／
E£ sノ

（正規圧密領域：P＞ P、）

　 ，’倉 、

／ 絵 。
よ＼

、

t4＿一・R −
）！￥y

ロ ♂ 配 P 勾 巳 ．＼

ジ
ー
N

蜜見 
　 　 　 　 　 　

、
Sro ，＿

　 　 △

」
一 ．

u 　廿 日市町

△ 広島市

c 尾道rllu

于匡山市

一
す
一
誓

o．3

図一19

　 　1．「．　　　　　 3．O　　　　　　lO，O
（圧蜜荷重）バ圧密降伏応力）．Plp‘

沖積粘土 の ε aOAvp ／Pc 関係

少 ない 。ま た，1・ の 特徴 と して は，洪積平た ん 面 が浅 く比

較的新 しい 堆積条件 （福山，岡山）や大河川の 影響 の ない

堆積条件 （竹原） で は，ゼ ロ ない し負 の 値 に分布し，洪積

平 た ん 面が 深 く大河 川 の 影響を受け る堆積条件 （広 島 ， 岩

国）で は，正 の 値に分布 してい る 。

　正規圧密領域 で の 圧 密係数（Cv）の 地域差 を統一
的 に 比 較

す る た め lp　・＝　60 に注目 し て 図
一16 に示す 。 こ の 結果 ， 呉

を境に Cv 値が異な り， 特に 広島， 岩国地 区 と福山 地区 で は，

約 1 け た の 差が あ る 。

　次 に ， 沖積粘土 との 関速 も含め て 洪積粘土の 工 学的陸質

にっ い て述べ る
19 ）

。 洪積粘土 に関す る デー
タ
ー

は 少 ない が，

物性的に は 図一14に示 し た よ うに A 線の 上 位 に 位置す る が，

低塑性化 し て い る 。 図
一17は ， 沖積粘土 と洪積粘土 の 圧 密

特性 の うち ， 圧密降伏応力 （Pc）とCc の それぞれ の 分布を

見 る た め に 整理 し た も の で あ る 。 沖積粘 土 に お け る Pc の
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分布 は ，岡 山，福山地区 と広島地区 とで 違い が見られ る
。

Ce に つ い て は ， 岡山，福山地区 と広島地区で ，上 限値 に

違 い が 見 られ，洪積粘土 で は 深度 に よっ て Peの 大小 は あ

る もの の，Cc は ほ ぼ
一
定 した値 に 分布し て い る 。 こ の よ

うに ， 洪積粘土 は続成作用 な ど に よ り密な構造に な り，圧

縮性 が 低 くな っ て くる もの と考え られ る 。 ま た 岡山地区 の

粘土 の 活性度は図一18の よ うで ある 。 同図 に よ れ ば ， 上部

沖積層 と中間部洪積層の 粘土 は活性 で ， 下部沖積層 と上 部

洪積層の 粘土は ， 非活性 あ る い は普通 の 粘土 に分類 され る 。

こ れ は ， 図
一 8に示 され る モ ン モ リ n ナ イ トの 分布状況 と

非常に よ く
一

致す る 結果 が得 られ ， 下部沖積層や上部洪積

層 は，カ オ リナ イ トの 分布 と調和的 で，陸性的環境 の 中で

形成された もの と推測 され る 。

　次 に，沖積粘土 の 二 次圧密特性に っ い て 述 べ て み る
2°）

。

図一19は，ひ ずみ 表示 の 二 次圧密速度 e
・ O （初期層厚 に関す

る表示）を， 長期載荷 （1週間）した 荷重 ρ とf） a の 比 PIPc

との 関係 で 示 し た もの で あ る。同図 か ら，二 次圧密特性は ，

荷重条件 の 影響 が 強 く現れ て い る。 し か しな が ら，サ ン プ

ル 数 が少 な い 点もあ る が，地城的 な有意差は認 め られ ない 。

　以上 か ら，沖積粘土の 工 学的性質 の 地 域特性に は，堆積

す る粘土 の 質 （後背地）と堆積環境 （大河川 ， 洪積平 た ん

面 の 深 さ）な どが影響す る もの と考え られ る。しか し，洪

積粘 土 につ い て は ， 地 域特性を論ず る た め に は ， 今後 さら

に デ
ー

タ
ー

を蓄積す る 必要 が ある 。

5． む　す　び

　本報告は ロ
ーカ ル ソイ ル の 紹介とい う主旨とはか な りか

け離れ た内容 とな っ た が ， 土 を生成す る 揚 と して の 地質的

背景 の 考察が必要 と考え て 記述 し た。以下 に 要約する 。

　〔1） 中国地方に は 中新世か ら更新世 に か け何回 か の 構造

運動 が あ り，そ の 結果特異 な地形 の 形成や 厚 い 風 化帯を作

っ た。中国準平原面 の 変遷や，花崗岩の 深層風化帯 の 形成

が こ れ で ある 。

　（2） 瀬戸 内海地城 で洪積層堆積時か ら沖積層 の 基底 で あ

る洪積平 た ん 面形成時に か けて断層運動が 継続 して い た こ

とが予 想 され，洪積平た ん 面 の 分布標高 に 変化 をもた ら し

た 。

　（3） 洪積平 た ん 面 の 分布標高の 差は沖積層 と くに海成沖

積層の 土質特性に変化を与え ， こ れ が沖積層 の 地域的特性

と して 現れ て い る 。

　ネ オ テ ク トニ クス の 問題 ， 洪積層 の 地質学的， 土質工 学

56

的問題 の 検討は 現在 が ス タ
ー

トの 時期 で あ り，本格的研究

は将来に期待す る こ と が多い 。 堆積環境 に つ い て は瀬戸 内

海とい う特異な器 の 中 で 実験や検討 を積 み 重 ね，新 しい 結

論が導 か れ る こ とで あ ろ う。終 わ りに本文 の 作成に 当た り

協力頂い た 復建調査設計  地質調査部 の 各位な らび に多く

の 助言 を頂 い た梅垣 嘉治博 士 （広島大学名誉教 授 ） に深 く

謝意を表すもの で あ る 。
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