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1． 関東 ロ
ーム と はなに か

　関東平野 の 台地や丘 陵を おお っ て 広 く分布する赤

褐色の 「赤土 」 は ， 1880年代の は じ め に Brauns（ブ

ラ ウ ン ス ） ら外人教師に よ っ て
， そ の 粒度か ら ロ

ー

ム （loam， 砂 ・シ ル ト ・粘土の 混合物） と呼ばれ た 。

1888年に は鈴木敏 に よ っ て東京付近 の ロ
ーム が西方

の 火山 に由来す る火 山灰 で あ る こ とが知 られ ， 1930

年ごろ か らは地層名あ る い は物質名 と し て 関東 ロ ー

ム が用 い られ る よ うに な っ た 。

　 1950年代に は じ ま っ た 関東 ロ ーム 研究 グ ル
ー プ

（成果がま とめ られ た 著書 は 1965年 の 「関東 ロ ー

ム 」
D
）は ， 関東 ロ ーム とは 関東地方に分布する洪積

世 （別 名更新世） の 火 山灰 で あ る と し た 。
た だ し火

山灰 （径 4mm 以下） 中に は火山礫サイ ズ （径 4 〜

32皿 m ） の ス コ リア や軽石 も含まれ ， 黒褐色 の 埋没

土壌 （暗色帯 ， 黒バ ン ド， チ ョ コ 帯 な ど ともい われ

る）もは さまれ る
。 地層名 と し て の 関東 ロ

ーム 層や

そ の 細分 で あ る 立 川 ロ ーム 層 ， 武蔵野 ロ ーム 層 （合

わ せ て 新期 ロ
ーム 層） な ど と い う ときに は ， こ れ ら

す べ て の 物質 を含め る 。 な お ， 火山灰 か ら火 山岩塊

に至 るす べ て の 降下火 山砕屑物をテ フ ラ （ギ リシ ャ

語 で 灰 の 意） とい うの で ，関東 ロ
ーム はテ フ ラで あ

る 。

　関東 ロ ーム の 赤褐色 な い し黄褐色 の色は 主 と し て

鉱物の 鉄成分が酸化 し た色に 由来す る
。 地下水面下

の還元状態 に あ る 関東 ロ ーム は青灰色を呈 す る こ と

が多 い 。そ の 鉱物成分 は給源火山の マ グマ 成分 に よ

っ て異な り， 玄武岩質な い し安山岩質で ， 風化作用

の進行 と ともに鉱物 やガ ラ ス が変質 し，粘土鉱物 へ
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変化 し て ゆ く 。

　関東 ロ ーム の 厚さは ， あ る地形面 （本号 pp．3〜 8

町．1 関東の 地形 ・地質 と地形面分布
”

参照）上 に風

成堆積物 と し て 累積され た 年代，給源火山か らの 距

離 と供給速度，流水な どに よ る 浸食 の 程度に よ っ て

異 な る。関東 m 一ム の 土質工学的性質は 1973年 に高

速道路調査会 に よ っ て ま とめ られ た も の があ る
2）

。

2．　 富士山 と関東 ロ ーム

　 関東 ロ ーム が火 山か ら ど の よ うに 供給 され る か の

例 と し て
， 南関東 の 関東 ロ ーム の 最大の 供給源で あ

る富士山 とそ の墳火 ・噴出物 に つ い て 記そ う。

　図一 1 に は富士 山の テ フ ラ の 分布 を 3 時期 に つ い

て 示 し， また富士 の 溶岩 ・ 泥流 の 分布範 囲も示 した。

こ の 3 期の テ フ ラを新 し い 方か ら記す （ユ ニ ッ トの

小 さ い 方か らで もあ る）。

　  宝永テ フ ラ
3｝

　 1707年 12月16 日に始 ま り，
16 日

間に つ づ い た大噴火 に よ る 降下物 。 噴火は側火 口 で

お き， 宝永 山 を生 じ た 。 は じ め の 数時間は石英安山

岩質の 軽石 を ，
つ い で 玄武岩質の ス コ リ ァ を抛 出 し

っ づ け た 。 山麓で は 卵〜大豆 大の ス コ リ ア が厚 さ 1

m 以上，江戸 で は厚 さ 5 〜 10mm の 火山灰が堆積 し

た （図
一1）。 固体体積は 0．85km3 とされ る 。 降灰が

東に 向か うの は 上空 の偏西風に よ る 。

　  過去約5000年間の テ フ デ
〕−6）

富士 山は約 1 万

年〜8000年前に は 山頂 と側 火山 か ら多量 の 溶岩 を流

出 し ， 山体の ほ と ん どが溶岩に お お わ れ た
。

し か し
，

約 1 万年前〜5000年前に は テ フ ラ は少量 し か噴出せ

ず ， こ の 間に腐植土層 （富 士黒土層）が形成 され た。

そ の こ宝永噴火ま で の 問に は山頂 と側火 口 か ら溶岩

9
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図一 1　富 士 山 の 噴出物，とくに テ フ ラ （降下火山灰 ・火 山 礫） の 厚 さ分布 。 浸食 され た り埋 もれ

　　　 た と こ ろ も含む 。 F とY は 町 田　洋
5）

，
　 H は津屋 弘逵

3〕

に よ る 。

とテ フ ラをし ば しば噴出 し， 図一 1 にY と し て描 い

た厚さ の テ フ ラが堆積 した。そ の 体積 は 7kmS で 宝

永テ フ ラ の約 10倍で ある 。 こ の 主体は20余枚の ス コ

リア 層か らなる の で ， 平均す る と 1 回 の 噴 火 で は

O．　2〜0．3kma とな り， 宝永噴火 の 1／3〜1／4 で あ る 。

富士 山の 近 くで は層理 を なすテ フ ラ も， 遠方 で は無

層理 の ロ ーム となる 。

　  古富士火 山の テ フ デ
）

　 8〜 9万 年前 に木曾 の

御岳か ら Pm −1 （御岳第 1軽石 層） と い う広 域火山

灰が 中部か ら関東一円をお お っ た 。 関東 ロ ーム か ら

み る と こ の こ ろ か ら富士山 は玄武岩質テ フ ラを約 1

万年前 ま で継続的に 噴出 ・降下 させ た と推定で き る。

こ の 時期 の テ フ ラが太 い 等厚線で 図示す る もの の 主

体 をなす 。 こ の 時期 の 富士 が古富士火 山と呼ばれ る

もの で ， そ の 時期 の 南関東 の ロ ーム 層 は ， 立川 ロ ー

ム ，武蔵野 ロ ーム
， 下末吉 ロ ーム （の 上部）で ある

（図
一 2参照）。

　図一 1で み る と，東京 ・横浜付近 で の 富士 山火 山

灰 の 厚 さは 10 皿 前後 ， そ の 年代 は 8 〜 9万年で ある

か ら ， お よ そ の 堆積速度は 1 皿 ／1万年 とな る。 こ

の 地域で の 1m の ロ ーム 層 が何回の 噴火 に よ っ て 堆

10

積 し た か は は っ き り と は わ か っ て い な い が ， 富士 山

東麓で の ス コ リァ の 累層や 宝 永テ フ ラや過去5000年

間 の 噴火歴 か らみ る と ， お よ そ 100回に お よ ぶ 大噴

火 によ る も の で あ ろ う。

3． 南関東 の 関東 ロ
ー ム

　図一 2 に は南関東と北関東 の 関東 ロ ・・一ム の 区分 と

年代を あげ ， ま た各地 の 地形面 と地層 の 年代を記 し

た か ら，ど の 地形面 に は ど の時代か らの 火山灰 が の

っ て い る か の 見当が っ け られ る 。 しか し ， ど こ で ど

れ だ け の 厚 さ の ロ
ーム 層が あ る か は ， ま ずそ こ の 地

形面が何面 （換言す る と い つ の 時代の 面）な の か を

知 らな けれ ばな らな い
。 そ の 知識は ， 関東で は 実は

関東 ロ
ーム 層，こ とに そ の 中に含 ま れ る 鍵 テ フ ラ

（図
一 2 に記号で 書 い た もの ）や 埋没土壌な ど に よ

っ て 明 ら か に され た もの で ， 前章の （本号 6 ペ ージ）

図一 4 に そ の 分布 を示 し て ある
。

　地形面 の 年代 と
， 図一 1 ， 図一 3 に示 し た過去約

8 〜 9 万 年間 の 火 山灰 の 厚 さ分布 が知 ら れ る と
， 火

山灰 の 堆積速度 が一様 だ と考 えれ ばそ の 地形面上 の

お よ そ の厚 さが推定で きる 。 しか し， 実際に は ，多

± と基礎 ， 40− 3 （410）
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図
一 2　関東 ロ

ーム と地形面 ・地層の 編年図 （貝塚 ほ か 1°）
を改訂）。北関東 ・南関東の そ れ ぞ

　　　　れ で，あ る地 形面 （また は 地 層）の 上 に どの 関東 ロ ーム が の る か を知 る こ とが で きる 。

　　　　略号 で 書い た 火 山 灰 と地 形面 の 名称 は 次 の とお り。
AT ： 姶良 ・丹 沢 火 山灰 （姶良カ

　　　　ル デ ラ起源），TP （東京軽石 ， 箱根起源），
　 OP （小原台軽石，箱根起源），　 Pm −1 （御

　　　　岳第 1軽石 ， 木曽御岳起源），
K ・nP −7 （箱根起源），

　 KmP −1 （親子軽石 の
一

部 ， 箱根

　　　　起源），KIP −13 （ピ ン クパ ミ ス
， 箱根起源），

　 KIP−6
，
　一一7 （三色アイ ス の

一
部，箱根起

　　　　源），TAm −5 （ウワバ ミ軽石 ， 箱根起源），
　 GoP

， （ゴ マ シ オ 軽石 ， 八 ヶ 岳 起源），
　 HBP

　　　　（入 王 子黒雲母軽石，北 ア ル プ ス 樅沢岳起源？），
KP （鹿沼軽石 ，赤城起源），　 HP （八

　　　　崎軽石 ， 榛名起源）， DKP （大 山倉吉軽石，大山起源），
　 MzP −1 （水沼第 1軽石，赤

　　　 城起源），MaS （満美穴 ス コ リア，日光火山群起源），　 APm （大 町 APm
， 北ア ル プ ス

　　　 樅沢岳起源），MoP （真岡軽 E ，赤城起源），　 Tc （立 川面），　 M （武蔵野 面），
　 S （下末

　　　　吉面），Th （田原面），　 Tk （宝木面），　 Ho （宝積寺面群），　 Nk （那 珂 台地）

摩面 の よ うな古 い 段丘面 や 山地 ・丘 陵の 斜面で は浸

食に よる火山灰 の 流失が い ち じ る しい 。

　南関東で の 具体的な場所 で の 火山灰 分布 の 概要は

March7 　1992

図一 4の 上 2 段 に 示 し た。こ れ らの 断面 で多摩丘 陵

付近 で の 関東 ロ ーム の 厚 さ の分布をみれ ば ， 第一に

古い 地形面 ほ ど ロ ーム 層が 累積 し て い る こ とがわ か

ll
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　　　　　 図一 3　関東の 火山灰分布

　太い 実線は Pm −1 （御岳第 1軽石， 8 〜9 万年前）以後

の 関東 n 一ム の 厚 さ，太 い 破線 （H つ き） は箱根火 山 か ら

の 関東 ロ ーム （多摩 ロ ーム の 中部か ら下末吉 ロ・一一ム の 中部
ま で ） の 厚 さ （町田

5）
に よ る）。 点線や 破線 （略号 つ き）は

鍵火山灰の 分布範囲。それ らの 名称や年代は 図一2 参照。
Pm −1は こ の 図 の 全域 をお お う。 こ れ よ り古い 関東 ロ

ーム

（多摩 ロ ーム
， 下末吉 ロ ーム 下部な ど） の 厚さ の 分布 は 火

山灰 が の っ て い る 地形面の 分布が限られ て い るの で部分的

に しか わ か っ て い ない 。 A − B ，
　 C − D ，　 E − F は 図

一 4
の 断面 の 位置。

り， また もと の 地形 に よ っ て
， 多摩 ロ ーム 以来の厚

い ロ
ーム層 の あ る と こ ろ と， 新ta　n 一ム 層 が うす く

あ る だ けの と こ ろ が知 られ る。

4． 北関東の 関東 ロ ーム

　北関東で も南関東 と同様に ， 台地 の 断面を観察す

る と上部に は 褐色 の ロ ーム 層が あ り， 下部に は礫層

あ る い は砂層が あ る。 し か し ロ ーム 層 を詳 し く観察

す る と南関東 と は異 な る 。 北関東 で は ロ ーム 中に富

士 山か ら飛来 した ス コ リア や箱根火 山 か らの 東京軽

石 層が ほ とん どみ られ な い
。 か わ りに南関東で 見 る

こ との な か っ た軽石層 が あ る。つ ま り北関東 の ロ ー

ム 層 の 給源 は 富士 山で な く北関東西方 の 火山 が考 え

られ る 。 そ れ ら の 候補とな る火 LLIとして は北東か ら

12

南西 へ 那須火 山 ， 日光火 山群 ， 赤城 ， 榛名， 浅間，

草津 白根火 山 な どが あ る （図一3）。 北関東の ロ ー

ム の 給源火 山を解 く鍵は ロ
ーム 層中に み られ る何

枚か の 軽石層に あ る。そ の 中で最 も厚 く目立 つ の

は園芸 に使わ れ る こ とで 有名 な鹿沼軽石層 で あ る 。

茨城県 の 北浦付近 か ら高萩付近 ま で の太平洋岸に

か け て は地表か ら約 1m 下で tr・一ム 層中に挟 ま っ

て い る 。鹿沼軽石層 を西 へ 追跡す る とそ の 厚さ と

軽石 の 大き さが徐 々 に 増加す る 。 宇都宮付近 で は

1m 近 くの 厚 さに な る 。 こ うし た変化か らそ の 給

源は 赤城火 山 で あ る こ と がわ か る 。

　北関東 の軽石 層や ス コ リ ア 層 ・火 山灰（ロ
ーム）

の給源 はお もに赤城，榛名 ， 浅間 ， 男 体 山 で あ

る
1）・7）・8）

。 そ の様子 は図一3 に 示 し た Pm −1以降
の ロ ーム 層 の 層厚変化 と軽石 の 分布 に現れ ， 北関

東 で は赤城火 山や 目光火 山群 に 向か っ て 厚 くな る 。

し か し層厚変化 を見 る と北関東で は南関東 ほ ど顕

著に厚 くな ら な い
。 こ れ は軽石 ，火 山灰 の 生産量

が富士 山 と北関東 の 火山 で は異な る こ と に 由来す

る。つ ま り富士 山は北関東の火 山に くらべ て 山 の

標高や山体 の 体積だけ で な く火 山灰や ス コ リア の

生産量 も大 き い の で あ る
。

’

　次に こ れ ら ロ
ーム に覆 わ れ た台地 に つ い て 記そ

う。海岸地域 の 台地 は那珂台地 ， 東茨城台地 ， 稲

敷 台地 な どか ら な り ， お もに 海成砂層か らな る
。

地 形的に利根川以南に 発達す る 最終問氷期に形成

され た海成段丘 で ある 下総台地 に続 く。 しか し北

関束の 台地 の 年代は最近 ま で あ ま り確 か な こ とは

わ か っ て い な か っ た
。 最近 にな り那珂台地周辺で も

箱根起源 の 軽石 層 （KIP −7） や 8 万年前に南九州 か

ら飛来 した広域火 山灰 てK −Tz）が見 つ か る な ど して

こ れ ら台地 の 形成年代 が明 ら か に な っ た
9）
。
」

　内陸 の 河 成段丘 に 目を転 じよ う。 鬼怒JSI沿 い に は

様々 な高度の段丘 面が分 布 す る （図一 4の 下段）。

こ れ ら は 新 し い も の か ら順 に 田原 ， 宝木 ， 宝積寺面

と よばれ ， そ れ ぞれ南関東 の 立 川 ， 武蔵野 ， 下末吉

面 に対比 され て い た
1）

。 最近 の 研究 に よ れ ば田原 ，

宝木面 は従来 どお りほ ぼ立川 ， 武蔵野面 に対比 され

る （図一2）。 し か し宝積寺面の 場合 ， 下末吉面 に対

比 する こ と は で きな くな っ た 。 火 山灰層序か らみ る

と宝積寺面 は 様々 な時代に 形成 され た段 丘 が
一

括 さ

れ た も の で ある
。 武蔵野 面 に対比 され る部分 もあ る
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図
一 4　南関東お よび北関東 の 関東 ロ ーム を主題 とす る地形・地質 の 模式断面（垂直 は水平 の 50倍）。TcL，　ML な ど は 立

　　　 川 ロ
ーム 層，武蔵野 ロ ーム層 などの 略号 （図

一2参照）。断面線 の 位置は図
一 3 に 示す。文献11），12）に よ る 。

が大半は下末吉面よ りは る か に古 くな る 。 古 い 時代

の 宝積寺面 は鬼怒川沖積低地 と比高が約20m あ り，

地表は平坦 で面積 も広 く， 下末吉面 に よ くに る 。 し

か し露頭 を観察す る と多く の 点で 異な る。た と え ば

崖 の 比高 の ほ とん どが ロ
ーム層か らな り， 段丘堆積

物は崖 の 基部 に わ ず か に頂部を見せ る にす ぎ な い 。

つ ま り宝積寺面 を段丘 ら し く し て い る の は厚 い ロ
ー

ム 層 と い え る 。 そ の ロ
ーム 層の 中部か らやや 下に真

岡軽石層があ る 。 こ の 軽石層 の 年代は下末吉 ロ ーム

よ り古 い （数十万年前）。 こ の こ と は 宝積寺面が下

末吉面 よ り古 くな る こ と を意味し ， 南関東 の 多摩面

に相当す る 。 多摩面 が丘陵状の 地形を呈す る の に対

し て 宝積寺面 は 面が平坦 な ま ま保存され て い る 。 こ

Mareh ，1992

うし た違 い は宝積寺面の 堆積物頂面高度が鬼怒川沖

積低地 の 高度に ほぼ等 しい こ とな どと関係があ ろ う。

　関東 ロ・一一ム を中心 に 火山 や台地 に つ い て ふ れ て き

た が，具体的 な関東 ロ ーム の 知識は ， 各地域に っ い

て の 資料 （文tu1｝−12）

やそれ らに記され て い る個々 の

論文や県市町村誌な ど） に よ らね ばな らな い
。
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