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1章　近 畿地盤 の 背景と して の 地形 ・ 地質

Chap ．1　Topographic　and 　Geologic　Conditions　of 　Kinki　D 三strict
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1． は じ め に

　地 盤 闇 題 は沖積平 野 か ら出発 して，台地 ・丘 陵 をへて ，

い ま や 山 地 内部 に ま で 及 ん で い る 。 こ れ らの 地形区分 は地

質構成 を反映 して い る が，近畿地方 で は特に そ の 関係 が 密

接 で ，そ れ を 理解 して お くこ と が ， あ る地城，あ る地点の

地盤問題 を把 握す る上 に極 め て 大切 で あ る。東北地方 の 地

質を長年 に わ た っ て 研究 した地質学者が関西 に 来 られ た 直

後， 「
古 い 地 層 や岩石 ほ ど下 位 に あ る とい う地質学的感覚

が，大阪 に来 て み る と古 い も の ほ ど高 い と こ ろ に あ っ て ，

い ささか 狂 っ て しま っ た 」 と もら され た こ とが あ っ た。な

る ほ ど大阪 で は 最 も薪 しい 沖積層が 盆地 の い ち ばん 底 に あ

っ て ，ま わ りの 丘 陵 は洪 積 層 と古 くな り，さ らに そ の 彼方

に ひ ときわ高 くそ び え る 山 地 は 古生代や中生代の 古い 固結

し た 地層 あ る い は 花崗岩な どの 基盤岩 で で きて い る 。 こ の

一・
見不 自然 と もみ え る 地 質 の 分布 の 原因 は，大阪平野 の 真

ん中に 打たれた 深 い ボー
リ ン グ結果 と比較 し て み る と理解

で き る。

　大阪盆地 の 真中に は OD −1 と呼 ば れ る 907m に 達す る 深

層 ボ ーリン グが あ るが，そ れ に よ る と沖積層 の 下 に い わ ゆ

る 洪積層 と呼 ばれ る第 四 紀層 が あ り， さ ら にそ の 下 に 第三

紀層 ら しい もの が で て きた。基 盤 に は 届 か な か っ た け れ ど

も，も っ と深 く掘れ ば基盤 の 花崗岩に達す る こ と は確実で

あ る 。こ こ で は地 質学的通念 が 通用す る 。 こ の よ うな平野

下 と地表 と の 著 し い 逆転現象 が，径 50km に み た な い 大阪

盆地 と周縁山 地 との 問で， し か も第 四 紀 とい う た か だ か

200 万 年前 か ら とい わ れ る新 し い 地質時代 の そ れ も後半 に

な っ て か ら起 こ っ て い る と こ ろ に，近 畿 の 特殊性 が あ る の

で ある。地盤 調査 の 守備範囲 が 広 が る に つ れ て ， 地盤問題

は静的 な デー
タ
ーだ け で は な く，第 四 紀 に 起 こ っ た変動の

理解 の 上 に 立 っ て ， 動的に 捕 え られ な けれ ば な らな い 時期

が きて い る とい え よ う。

2． 近畿 トライア ン グル

　近 畿 中央部 の 地形 の 特徴 は ， 比較的小規模な盆地 と短少

な 山地 との 交互 配列 に あ る。大阪盆 地 や奈良盆地 が 前者 の

例 で あ り， 生駒 LLI地や鈴鹿 山 地 が後者 の 例 で あ る。こ の よ

うな 地形 は若狭湾を頂点 と し，琵琶湖 ・大阪湾 ・伊勢湾 を

含 み 中央構造線を底辺 とす る三 角形 の 中 に 限 られ て い て ，

特徴あ る 地形区 と認 め られ る の で ， こ の 地域 を 「近畿 トラ

イ ァ ン グ ル （三 角帯）」 と呼 ぶ （図一 1）。

　近畿 トライ ア ン グル 内の 山地 はす べ て 基盤岩の 露出地 で

あ る が，盆地 内に は 予想以上 に 厚く第 四 紀層 の 堆積 して い

る こ と が最近 ます ます は っ き り し て きて ，大阪 盆 地 で は

100Qm を遥 か に 越え る の で は ない か とい う資料も 出て き

た。しか もこ れ らの 第四紀層 は，基盤岩表面 の 既存 の 凹 地

を埋 め立 て て 水平 に堆積 し た も の で は な い 。山地 の 上昇 と

と もに そ の 間 に で きた 相対的な沈降部で あ る盆地内 に ， 周

囲 の 山地 か ら流旧 し た 土砂 が堆積 して 地層 をつ くっ た の で

ある 。
した が っ て こ れ ら第 四 紀層 は，山 地 の 隆起 と侵食 ，

盆地 の 沈降 と堆積 とい う作用がバ ラ ン ス を と りなが ら進行

す る中で形成 され た た め に ，古 い 地層ほ ど圧 密作用 だ けで

は な く地殻変動 の 影響を強 く受 け て い る。こ の 二 と は 地 盤

問題 に欠か せ な い 視点で あ る 。

3． 平野 ・台地 ・丘陵 ・山地

＊
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　大阪盆地 に典型的に見 ら れ る こ とで あ るが ， 都市の 建設

が沖積平野 か ら始 ま っ た の に対応 し て ，地盤 問題の 研究 は

沖積層 か ら開始 され ， 台地 に 広 が り，さ らに土 地 造成技術

の 進歩 とともに 丘陵地 が一一挙に 新 し い 洪積層地 盤 の 問題を

提供す る よ うに な っ た。そ して 現在は第 三 紀層や 山 地 の 基

盤岩 もそ の 対象 とな っ て き て ， 断層，特 に 活断層 を 含む構

造性の 地盤問題 が浮上 し て きた 。

　さて 先 に
， 近畿 で は こ の よ うな 地 形 区 分 と 地質構成 と が

密接 に対応して い る こ とが そ の 特徴で あ る と い っ た が ， そ

の 原因 とな っ た第 四 紀地殻変動 とは ど の よ うなもの で あろ

うか。大阪盆地 の 深層ボー
リ ン グ の 結果 を ま と め て み る と ，

大阪市内を南北に延 び る細 長 い 上町台地付近 が断層 に よ っ

て 著 し く変位して い る の を除 い て，第四紀層 は ほ ぼ 水平 に

近 い 。そ して 盆地 中央部 で 数百 メ
ートル の 深部に あ っ た 地

層が盆地周辺 に向か っ て次第 に 上 が っ て き て
， 丘 陵地 で 地

表 に 姿 を現す の で あ る。こ の 傾向 は大阪盆 地 に限 らな い の

で あ っ て，山地 が隆起 し盆地 が 沈降す る とい う地 殻変動 の

推移 の 中で，盆地内部 で は 下位に ある 地層が周辺 で は 山地

の 上 昇 に っ れ て 引きず り上 げ られ地表 に現れ た と簡単に 解

釈 され る こ と が多か っ た。 こ れ を 造盆地運動 とい う。こ の

メ 方 ニ ズ ム に よ れ ば，盆地 の 中心 部 に 最 も新 しい 沖積層 が
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図
一1 近畿 ト ライ ア ン グル 内の 第四 紀層 と活断 層系

3）

あ っ て ，山地 に 向 か っ て 順次吉 い 地 層が現れ る の は 当然 だ

とい うわ けで ある 。 と こ ろ が実は大阪盆地 で は必 ずし もそ

うは な っ て い な い の で あ る 。

　そ の 典型 は 盆地北部 の 千毘丘陵 で あ る （図一3）。 こ の 丘

陵は ほ とん ど全域 が造成 され た の で ， 地質 ・地形 ・地盤等

多く の 分 野 に わ た っ て 丘 陵に関す る多くの 資料を提供 した。

先ず注 屠 され る の は，丘 陵北部 が そ の ままそ の 北働に あ る

基盤 し1」地 に続 か ず ， そ の 間 に地溝状の 低地 都あ っ て 1両者が

蜀断 され て い る こ とで あ る。そ の 間 に は有馬
一高槻構造線

とい う大断層が走 っ て い て ，破砕帯 の 幅 は数百 m に 達 しぜ

い 弱 な の で ，そ の 部分 が 低 くな っ て い る の で あ る 。 西側も

岡 様 で あ る。そ し て 丘 陵金体 が南方 ， す な わ ち盆地 の 中心

方向 に傾か な い で，南東方向 の 淀川 に向か っ て 傾動 し， 丘

陵を 構成する地層は淀川 の 沖積層 の 下 に没 し て ゆ く。 こ の

よ うな見方 に 立 っ と，大阪盆地 の 周囲 の 丘 陵は ，

．
二 見盆地

JO

を取 り巻き盆地中央 に 向か っ て

傾動して い る よ うに見 える けれ

ど も， そ れ ぞ れ 独 立 した ブ ロ ッ

ク で ， 傾動方向もば ら ば らで あ

る こ と がわ か る 。 大阪盆地 は 前

記 の よ うな簡単な造盆 地運 動 の

産物 で は な い ら しい
。

　さ ら に 台地 を 晃 て も，奇妙 な

分布を して い る   上 町 台地 は 大

阪盆地 中央部 の 沖積平聾 の 真ん

中 に細長 く逗 び て い て ， 丘 陵 と

は無閣係 で ある 。 ま た 千塁 丘陵

と六 甲寅地 との 闇 の 伊丹地域 に

は 広 い 低地 が あ っ て，何段 か の

台地 だ け が 分布 し て い て 段 丘 的

性質を持 っ て い る 。 段丘 は 海水

面変動 と地殻変動 と の 相関関係

に よ っ て 形成 され る と され て い

る 。 すなわ ち，海水面 が上昇 し

た 時 の 海底面な り河床面 が 次 の

海水面 の 低下 に よ っ て 離水 し た

もの が段 丘 画 で あ る が，地殻変

勸 に よ る 隆起部 が 累積的 に 上昇

し て ゆ くの に 対 して ， 海水面変

動 は あ る範囲内で の 上下変動で

あ る か ら ， そ の 園数，すな わ ち

海進 ・海退 の 度数 に応 じで ， 段

が っ くは ず で ある 。 だ か ら段が

つ くの は 隆起部 の 周 囲で あ っ て，

沈降部 に は段丘 は で きない
。 こ

の 原理 か らみ る と， 大阪盆地内

で は隆起 す る 各丘 陵 の 盆地側に

段丘 が分布 して い て よ い はず で

あ る の に， ほ とん ど そ うな っ て い な い の は なぜで あろ う

か 。
こ の 問題 も深 く地質構造 に 根 ざ して い る こ と がわ か っ

て き た 。

4． 近畿の第四紀層 （大阪層群）

　近畿 の 第四紀層は大阪盆地を充填 して い る 「大阪層酵」

kS模式的 で ， 研究 ・ 調 査 も最 も よ くゆ き届 い て い る 。 そ の

相当層 と して は近江盆地 の 「古琵琶湖層群 J や，伊勢湾西

岸 の 「東海層群」 がある 。 こ れ らは い ずれ もよ く似 た性質

を持っ て い る が，大阪層群 だ け が海成 の 粘士層 を多数挟 ん

で い る とい う特徴があり， こ れ を例 と し て と りあげ る。

　大阪盆地 の 地下 の 第四 紀層 に は 14枚の 内海ない し内湾性

の 海成粘 ：ヒ層が挟 ま れ て い て ， 下位よ り Ma 　O，　Ma 　1，　 Ma

2…Ma 　lO，　 Ma 　I　I
，
　 Ma 　12 とい う名称が 与え られ 、 建設方

面 で も広 く使用 されて い る が ，
Ma 　13が油積層 に あた る。

二辷と基礎，36一特 （3TO）
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図一201 ）一］深 層 ボーリン グ柱状 図，黒 色 部が 海成 粘十t層
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そ して Ma 　11，　 Ma 　12 が段 丘 を作 っ て い る地層 に 対応 して

い る とみ られ ，

「上部洪積層」 と仮称 され て い る 。 そ して

Ma 　lO まで を大阪層群プ ロ パ ーとい っ て よ い が ， こ れ を三

部分 に 分け る こ と がで きる。古 い ほ うか ら下部亜 層群 ・中

部亜層群 ・上部亜層群と 呼 ぶ e
「亜層群 （Subgroup）」 と

い うの は，地層 区分 の 単位 で 「層群 （Group〕」 と 「
累層

（Formation ）」 の 中間 の 大 き さ で，こ の 場 合は 大 阪 層群下

1｛ovember ，　1988
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部亜 層群 とい うよ うに 呼ぶ の が正 しい が， 以下 ， 大阪層群

は省略す る。Ma 　10 と Ma 　11 は段 丘層と 大阪層群 の 中間

的 な性質 を持 っ て い る （図一2）。

　 下部亜層群 は MaO よ り下位の 海成層を挟まない 部分 で ．

鮮新世末 か ら第四紀初期に か け て ，す な わ ち，200 万 年前前

後 の湖成 の 地 層 とみ られ る。明石海峡底 で 明石架橋 の 基礎

に な る 「明石 層群」 は こ れ に 属す る 。 中部亜層群 は 大阪層

群を代表す る もの で ，
MaO よ り Ma 　5 ま で の 地層 を含 み，

厚 い 海成粘土 層 と砂礫層 の 繰返 しで 特徴 づ け られ て い る。

既述 の よ うに ， こ れ らの 地層 は千里丘陵を は じ め大阪盆地

の 周 りの 丘陵地帯 に 広 く分布 し，多 くの 揚合水平 と も見 え

る程度の 微傾斜を示す が，丘 陵 の 縁 辺 部 に くる と急領斜と

な り， 揚合に よ っ て は直立す る こ と もあ る 。 こ れ は基盤岩

が断層に よ っ て 変位 し た こ と に よ る もの で，そ の 部分 をお

お う皮覆層 は切れず に 折 れ 曲が っ て い る こ とが多 く， 撓曲

と呼 ばれ る （口 絵写真
…7）。海成粘土 は 土質工 学的に も淡

水成粘土 と異 な る特性 を示 し ， 傾斜部 で は 小 規模 な 地 すべ

りを起 こ しや す く， 宅地造成 の 閙題点 とな る こ とが 多 い。

　 こ の よ うに盆地内で 地表下数百 m に 潜在 し て い た もの が

標 高 100m 以上 の 丘陵に 広 く顔を出す とい う中部亜層群の

構造か ら見 る と， こ れ は 単 に 周囲 の 基盤山地 の 上昇 に よ る

引ず り上 げで は な く，丘 陵地 の 地 下 の 基盤 の 上昇 に よ っ て ．

被覆層 で あ る 大阪層群が 持 ち 上げ られ て きた に違 い な い の

で あ る。しか もこ の 基盤岩 の 形 は丘 陵 の 形 と同 じ よ うな断

層 ブ ロ ッ ク で あ る こ と が，周 辺 の 急斜帯 の 分布か ら推 定 さ

れ る 。し た が っ て，丘陵地域 に は一般 の 土質工学的な 問題．

に加えて ，構造的 な地盤閊題 に 対す る取組 み が要求 され る

の で あ る。

　次に 上部亜 層群 で あ る が ， その 情報が得られ る よ うに な

っ た の は ご く最近 で あ る。 こ の 地層群 は Ma 　6 以上 ，　 Ma

10ま で で あ る が ， 中部亜層群 が前期 更 新世 に 属す る の に 対

して ， 中期更新世 に 属す る。約70万 年前 か ら20万 年前 に わ

た る とみ て よ い 。上部亜層群 はそ の 大部分 が盆地内部 に潜

在 し て い て，地表 に は 段 丘 層 に 近 い 砂礫質の 薄層 と して 現

れ て い る だ けで あ る か ら，従来 こ れ に つ い て は ほ とん ど知

られ て い な か っ た の で あ る。上部 亜 層群 が最も厚く分 布 し

て い る の は 大阪平 野 の 地 下 で ，300m 以上 に達し ， 海成粘

土層を挟 み中部亜層群とあ ま り変わ らな い が ， 砂礫層 の 部

分 が著 し く粗粒 に な る とい う特徴が あ る。六 甲山麓で は 古

くか ら 「満池谷累層 」 と して 知 られ て い た 。 こ れらの 地層

は 山地 や 丘陵が隆起した後そ れ ら の 問 の 構造性 の 低地を埋

め る よ うに堆積 した た め に，地 表 に あま り露出せ ず，大阪

湾内と大阪平野下 に ほ ぼ 限定分布す る よ うに なっ た の で あ

る 。

5．　 地形 の分化 と第四紀地殻変動一大阪湾海底地

　　盤

以 上 の よ うな大 阪層群 の 状態 か らみ て も，こ れ らの 地 層

〃
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が 地殻変動 の まに ま に低 い と こ ろ に 堆積 し な が ら，そ の 間

に 次第に現在 の 地形がで き上 が っ て きた こ とが分 か る。そ

の 中 で 下 部亜層群 と中部亜層群 と の 間 に は 構造的 な 差異 は

少 な い が，湖成 か ら 内海成 に 変化す る と い う 事件が あ っ

た，、こ れ は恐 ら く両者 の 間 に，何十 万年か の 時間的間隙 を

経 て 後 に 海水準 の 上昇 が あ っ た と推定され る が ， ま だ 詳 細

は わ か らない 。

　 こ れ に 対 し て ，中部亜層群 と上 部亜 層群 との 問 に は急激

な地 殻変動が起こ っ た こ と は 疑 い な い。そ れ は 基盤 岩 の 中

に断層 を伴う地塊運動 が発生 し ， 基盤 が ブ ロ ッ ク化 した の

で あ る。そ し て こ れ らの ブ P ッ ク の 差別運動 に よ っ て 現在

の 山地 ・丘陵 ・
平野 と い う地形区分 の 原形 が で き あが っ た 。

こ の 変動は六 甲山地 とそ の 周辺 に最もよ く表れ て い る の で

「六 甲変動」 と よ ぼれて い る が，こ の 変動 は 中部亜層群 と

上 部 亜 層 群の 年代 か らみ て，約十 万 年程度 と い う短 い 時間

帯 に起 こ っ た激変的変動で，そ の 開始 は 50〜60万 年前 で 現

在 に及 ん で い る と推定 され る。こ の カ タ ス トロ
ー

フ ィ は，

圧縮応力揚 の テ ス ト ピース が 破断 の 段階に 達 しせ ん断面 が

発生す る 状態 を想起 させ る 。 こ の 変動に よ り断層地塊 の 縁

辺 部 で は，急斜 した 中部亜 層群 の 上 に 上部亜 層群が水平 に

堆積 す る とい う著 し い 傾斜不整合 の 露頭 が ， 造成工 事中で

時 に 現れまた 消 え て ゆ く。 こ の 不整合を 「満池谷不整合」

と よ ぶ 。こ の 不整合関係 は ，陸上 の 地質調査 で は な か な か

検証 しに くい が，関西新空港 の 建設 とい う巨大 プ ロ ジ ェ ク

トに 関連 した 大阪湾 の 海底地盤調査 の 中で ， 姿 を現 した 。

そ の 調査過程 を通 じ て 明 らか に な っ た こ とは ， こ の 地域 で

「泉州沖層群」 と名付け られ た大阪層群相 当層が，明 りょ

うな不整合閧係で ，下位 の 「泉州沖累層2 と上位 の 「空港

 
　　 断層地塊山地
　 　 〔斜線側が急傾斜）

  ・ ・

  ・ 地

く＝ 勵 方向

｝一 ・・駿 げ方向

島累層」 と に 分 け ら れ る と い う こ とで あ る
4＞。 こ の 不 整合

面 は，昭和37年 に 藤 田 和夫 に よ っ て推進 され た大阪 湾地域

の 音波柴査資料 に よ っ て も，湾内 の ほ ぼ全域に追跡 可能 で

あ る
P。

　 こ れ ら を総合す る と，空港 島累層 は 湾 の 中央部 で は泉 州

沖累層 と構造的 に整合 で あ る が，海岸 に近 づ くにつ れ て ，

泉州沖累層 は 基盤 の 断層 の 影響 で 撓曲 ， 湾 央 方向 に傾斜 す

る。淡路 島側 で も同様で ，そ の た め に で きた 構造的 な 凹 地

を埋 め る よ うな 形 で 空 港 島累層 が 堆積 し た こ とが わ か る。

した が っ て 空港島累層 は海岸 に 接近す る に つ れ て 急速 に 薄

く な り，陸上 で は 最 も古い 段丘 で あ る 高位段 丘 層 に移 化す

る 。 こ の よ うな堆 積構造 は，大 阪 層群 の 上部亜 層群 と 中部

亜層群 と の 関係 と一致 し， 空港島累層 は 上部亜層群 に 属 し，

陸上 の 満池 谷 累層 に あ た る と い え る。大阪湾 の 原形 も六 甲

変動 で で きた の で あ る
a〕

（図
一4）。

　上町
一

千里隆起帯 も， 六 甲変動 に よ る 基盤 の 逆断層運 動

に よ っ て ，大阪層群 が 盛 り上 が っ た 部分で あ る。 した が っ

て こ の 変動 こ よ っ て ，大阪湾 を含 む 広 義 の 大阪盆 地 は ， 三

つ の 盆 地 に分化す る こ とに な っ た。図
一 3 に示す よ うに ，

東か ら河内盆地，狭義 の 大阪盆地 と大阪湾盆地 に分か れ た。

こ の よ うな盆地構造は ， 生駒断層を代表 と す る 南北方向 の

逆断層系と， 大和川断層や 諏訪 山断層 などの 北東
一

南西方

向の 横 つ れ 断層系 との 組合わ せ で 決定 さ れて い る。六 甲山

地 と千里 丘陵の 間の 伊丹地域 の 特異性 もこ れ で 理解で き る

で あろ う。 そ して 「上部洪積層 」 と呼ばれ る Mal1 以 上 の

地層 に な る と，こ れ ら分化 し た盆 地 の 中に 分離 し て堆積 す

る ように な っ た た め，そ れぞれ の 地理 的環境に応じた地 盤

特性を持 っ ように な っ た の で あ る 。

図一3　大 阪を め ぐ る 山地 ・丘 陵 ・盆 地

12 土 と基礎，36− 11 （3TO）
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図
一4 図

一3 の A − B ，C − D に沿 う模 式地 質断面 図 （太線 は 約 10e万 年前の 海成粘 土層，　 Ma 　1 を表す）

　河 内盆地 と狭義 の 大阪盆地 に っ い て は，既 に 多くの こ と

が 知 られ て い る の で ，こ こ で は 大阪湾 の海底 地 質 の 基 本 的

構造 に っ い て 述 べ よ う。六 甲変動 に よ っ て 中部亜層群以下

の 地層 は大き く変動 し，陸地側 が隆起，相対的 に 沈降 し た

湾央 の 部分 に 上部亜層群が堆積，そ し て そ の 上 を広 く 「上

部洪積層」 が覆うように堆積 し た。Ma 　12 で 表され る 海進

は，こ れ らの 盆 地全体に 及 ん だ 大規 模 な もの で あ っ た の で ，

Ma 　12 は大阪湾盆地 と狭義の 大阪盆地 ，
さ らに 河 内盆地 に

ま たが っ て広 く追跡で きる。さらにそ の 上を縄文海進 に よ

っ て Ma 　13 に あ た る 沖積層が覆 うこ とに な っ た。上部洪

積層 は 陸上 で は段 丘 を構成す る砂礫層 と な る 。 そ の 関係は，

現在 の 河川 の 河床礫層や海岸砂層 と， 大 阪 湾 底 の Ma 　13

に あた る 泥質層 と の 関係を考 え る と理 解 で き る で あ ろ う。

ま た 湾内 の 上部亜層群以上 の 構造を見 る と， そ の 最 も厚 い

と こ ろ は湾 の 長軸 よ りやや西 の 神戸寄 りに あ る 。 こ れ は沈

降 が東 西 非対称 で あ っ た こ と を物語 っ て い る が ， こ の 傾向

は沖積層 に も及び，そ の 断面 は泉州側 に薄 く， 神戸側 に厚

い 凸 レ ン ズ型 で ある 。こ の 傾向は湾岸 の 埋立 問題 に 深 くか

か わ っ て い る 。

6．　 沖積層 と海水面 変動

　軟弱地 盤 と して 土 質工 学発 展 の 糸 口 と な っ た 沖積泥 層 が，

い わ ゆ る縄文海進に よ る海水面上昇に よ っ て海域が平 野部

に 広 が っ た 頃 の 海底 泥 層が海進 の 置土産 と して 残 され た も

の で あ る こ とは ， 今や常識 とな っ た の で 詳 し く は書 か な い

が ， そ の メ カ ニ ズ ム は次の よ うな もの で あ る 。 第四紀後半

に起 こ っ た海退 と海進 の サ イ ク ル が氷河 期 と間氷期に 対応

す る こ と は確実 とな っ て きた が ， 氷河 の 拡張 に よ る海退 よ

りも氷河 の 消滅 に よ る海進 の ほ うが ， 急速に起 こ る ら しい

の で あ る。大阪 の 沖積層 に つ い て み る と， 約二 万 年前の ウ

ル ム 氷期 の ク ライ マ ッ ク ス の 頃 に は 100m 以上 の 海水面低

下 が あ っ て ， 大阪湾 は 完全 に離水 した 。 そ の 後問氷期に 入

っ て ，一
万 年前 に は 湾 の 三 分 の 二 あ た りま で 海水 が 入 っ て

来 た が，そ こで
一

時海進 の 停滞ない し は小規模な海退 が あ

っ た 。 そ の 後年平均 1cm 以上 に逢す る 急速 な海水面上昇

が あ り，海水 は
一

挙 に 当時 の 平 野 の奥深 く侵入 し，沖積層

November ，1988

の 本体 とな る 「シ ル ト混 じ り粘土層」 を堆積した の で あ る 。

そ して こ の 層 を覆 っ て現在徐々 に デル タ式砂層 が 広 が っ て

い るが ， そ の 堆積面 が大阪平野で あ る 。

　 こ うい う視点 に 立 っ と，
Ma 　12以下 の 海成粘土層は 当時

の 海進 に伴 う沖積粘土 層 で あ っ て ， そ の 上 に く る砂 礫層 は

海退 に伴 うデ ル タ の 砂層 で あ る と推定され る 。
い い か え る

と，大阪盆地 の 中に は 13回 に 及 ぶ 海進
・海退が繰 り返 され，

次々 と海成粘土層 と砂層 の 互 層 が 累 重 して い っ た の で あ る。

とは い っ て も，大阪湾 の 形 は その 間現在 と同 じで は な か っ

た こ と に 注意 し な け れ ばな ら な い 。大阪湾 の 原形 は 六 甲変

動 に よ っ て 出来 た の で あ っ て ，中部亜層群 が堆 積 して い る

頃 は，大阪 ・京都 ・奈良地域 は ひ と続 きの 内海 で ，現在 の

よ うな盆 地 間 の 山地 は 無 か っ た。地層 は 海水面変動 と地殻

変動と の 合作で 形成され る と い う理解が，最近 の よ うに 広

域 の 地盤問題 の 考察が要求 され る場合 に は 特 に必要 とな っ

て くる で あ ろ う。 近 畿 の 場合地殻変動 に は 断層運動 の 影響

が特 に著 し く， 上部洪積層ま で は明 り ょ うに 変形 ・変位 が

認 め られ る 。 沖積層に はそ れ ほ ど明 り ょ うで は ない が，粘

土 層内 にせ ん 断 の 発 生 が しば しば認 め られ る。

7．　 地 盤 と古地理

　以上 か ら結論的 に い うと，地 層 を た め る盆 地 と周囲 の 山

地 とは対立的な構造単元 で あ り， 丘陵は両者の 間 に 挟 ま れ

た 中間的 な単元 とい え る 。近畿 トラ イ ア ン グル の 中で は ，

中期更新世 に 入 っ て 六 甲変動 に よ っ て 発生 した基 盤 の 断層

ブ ロ ッ ク が急上昇を始め， 最 も高 く上昇 した ブ ロ ッ ク が 山

地 とな り，中間 の もの は 上 に か ぶ っ た 皮覆層 を押 し上 げ て

丘陵を造 っ た の で あ る 。そ し て 沈降あ る い は 上 昇 し な か っ

た と こ ろ が盆地 とな っ たが，最 も沈降 の 激 し か っ た と こ ろ

が大阪盆地 と近江盆地 で，現 在 も水 をた た え て い る。

　 こ の よ うに 同 じ盆地 とい っ て も， 基盤 ブ ロ ッ ク の 動 きに

よ っ て性質が違い ，奈良盆地 や京都盆地 は早 くか ら離水 し

て い た た め に基盤が浅 く，皮覆層 は薄 い 。京都盆地北半 で

は地下鉄工 事で 基盤がで て き た ほ どで あ る 。し か し な が ら ，

そ の 南部の 伏見地域は異常に厚 く砂層が堆積 し ， 最近 まで

巨椋池が残 っ て い た の も ， 基盤構造 に起因 して い る。そ し
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て こ の 沈降部に は琵琶湖 か ら の 宇治川 ， 鴨川 ・桂川
・
木津

川 な ど が合流 し ， 淀川本流 と な っ て 大阪盆 地 に は い る （図

一3）。 しか しな が ら大阪盆地が上町台地 と千里 丘陵を結ぶ

隆起帯に よ っ て 河内盆地 と狭義の 大阪盆地に分か れ で い る

た め ， 淀川 の 運 搬す る砂 泥 は 河内盆地 に トラ ッ プ され やす

く ， 河内盆地内 に特殊な泥質沖積層 を堆積した 。 っ い で 淀

川 は 上町
一

千里 山隆起帯を先行的に横切 る た め，こ の 部分

を 構成す る上部亜 層群 を侵食 し，そ の 砂 を上 町台地 の 西側

に 沿 っ て 運搬し， 台地波食崖よ り供給 され る 砂 と合 わ せ て

砂堆を造 り，大阪 の 地盤を複雑 に し て い る。こ の 砂層 はN

値30 以上 で ，従来洪積層 と考 え られ て い た の で あ る が，そ

の 古地理 的考察 か ら沖積層 に 改 め られた。地盤問題 も単 に

工 学的資料 か らだ け で は な く，地盤構成層 が堆積 し た 時 の

古環境か らみ て 初 め て 理解 で きる こ とが 多 い の で あ る。
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関西 の 土 質 よ もやま話 大阪駅高架橋 の 基礎

琴　 鷸 鸛 苦（
大阪市西梅田土地区画整理組合
元土質工 学会 関西 支部長 ）

　昭和 6 年 の 夏，学校 の 実習は 大阪駅 で 杭の 試験 の お 手伝

い を し た。揚所 は 今の 西 日本旅客鉄道   の 本社 ビ ル の 前 あ

た りだ っ た。地平 に あ っ たた くさん の 線路を高架線 に 切 り

換え る工 事が真最中で，活況を呈 し て い た。

　杭は武智杭 と言 っ て
， 長さ5 〜6m で 8 角形， 直径 3し）

c皿
， 確か lm ご とに 10cm ぐ らい 出 張 っ た 鍔が あ っ た。

見 る か らに武骨で 杭 ら し い 代物だ っ た。こ の 杭 は 打 ち込 む

と鍔 の 大 き さだ け広が る の で そ こ へ 砂利を補充 しな が ら打

っ た。そ れ だ け杭 の 有効断面積が大きくな っ て杭 の 支持力

を増す勘定だ。威勢の い い 鳶が木の 箆で 通 りを直し直 し打

ち込 ん だ。普通 の 杭 なら 1 〜2 時間 で 這入 っ た ろ うが ， こ

の 杭 は 鍔 が砂利 を持 っ て 這入 る の で 小 さな錘 りで は な か な

か 這 入 らな か っ た。一
日が か りだ っ た。そ し て 次の 日か ら

杭 の 頭 に 櫓 を組ん で そ の 上 に レ
ー

ル を積 み 上げた。

　 2 〜3回 に 分 けて 随分 レ
ー

ル を載せ た。そ れ か ら夏休 み

中毎目沈下 を測定 し た 。全然沈 下 し な か っ た よ うな 記 憶 が

あ るが武智杭 は め で たく合格し，どん どん使わ れ た ら しい 。

　そ れ か ら 6年た っ て私 は大阪 工 事 区長 を拝命 して 戻 っ て

来 た。そ して 吃驚仰 天 。こ の 間 に大阪 駅 は 地平か ら高架 に

な っ て杭の 試験 した あ た りは わ か ら な くな っ で い た 。

　大阪鉄道局 の 庁舎は改め て立 派だ と見直 した が ， 芝田 町

の あ た りは相変 わ らず駅 裏 の 田舎臭い 町 だ っ た。驚 い た の

は 町 の 変 わ り方 で な く，出来上 が っ て 数年 の 大阪駅高架 の

不同沈下 だ っ た。防水工 は あ れ ほ ど苦心 し た の に ま る で 役

に 立 っ て い ない 。雨が降 る とい た る と こ ろ演水 して 滝 に な

っ た。 ＝ ン ク リートに は あ ち こ ち ク ラ ッ ク が 走 っ て 鉄筋 が

出 る 始末だ し
，

一番困 っ た の は 上 リホ ーム で は機関車が空

転 し て発車出来 な い
。

一度パ ッ ク して勢い をつ け て 発車 し

た り した。こ れ は 基礎杭も ま ち ま ちで ， 地 下 鉄 の 上 に乗 っ

て い る 所は 天満層 に 届 い て い る か ら沈下 しな い が， こ こ か

ら離れ る と武智杭は 打 っ て あ っ て も どん どん沈下 した 。 上

リホ
ーム の 頭 の 方 に は 急勾配が出来て し ま っ た 。 傾斜を緩

くす る た め に 砂利を入れ る と余計 に沈下す る 心配 が あ っ た 。

　大阪工 事区で は 勉強会 とな っ た。地下水 の 観測 を始 め る

や ら，木杭，武智杭の 揚所 を掘 っ て 観 た。地下水 が下 っ て

しま っ て木杭 は腐食 を始め て い た し，武智杭 の 所 は杭 が 沈

下 して 構造物 との 間 に 隙間が出来 て い た。こ れ は ひ どい 。

こ の ま ま に し て お い た ら大阪駅 は ど うな る。こ ん な危機感

か ら14年の 改良講演会 に持 ち出し た。こ の 講演会 の 記録 の

一
節 を見 る と今か ら約50年前 の 土質工 学 の 程度が わ か る。

す な わ ち，　 『沈 下 の 原 因 は地塊説 と粘土層 の 圧 縮説が称 え

られ て い る よ うです。 最近 は種々 調査 され た結果，地塊説

よ り圧 縮説が重要視され て い ます 』。

　斯 く して 不 同 沈下 との 悪 戦苦闘 は続い て い る よ うで す。
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